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高
等
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー�

　
メ
ー
ル
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
の
Ⅰ
Ｔ
を

授
業
に
活
用
し
て
い
ま
す
か
？
　
最
近
で
は
Ⅰ

Ｔ
を
活
用
し
て
優
れ
た
授
業
を
実
践
し
て
い
る

教
員
が
増
え
て
き
ま
し
た
。し
か
し
、Ⅰ
Ｔ
の
よ

う
な
新
し
い
技
術
を
単
に
授
業
に
導
入
し
た
だ

け
で
自
動
的
に
授
業
が
よ
く
な
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
の
技
術
の
特
性
を
う
ま
く

活
用
し
て
こ
そ
、授
業
を
大
き
く
改
善
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。�

　
次
の
よ
う
な
場
面
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。朝
、

あ
な
た
が
新
聞
の
テ
レ
ビ
欄
を
見
て
、担
当
す
る

授
業
の
内
容
に
関
連
す
る
番
組
を
見
つ
け
た
と

し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
と
き
、あ
な
た
が
授
業
で
メ

ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
を
作
っ
て
い
た
ら
、そ
の
番
組

の
視
聴
を
即
座
に
メ
ー
ル
で
学
生
に
呼
び
か
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。メ
ー
ル
は
授
業
時
間
外

に
お
い
て
学
生
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
手

段
と
な
り
ま
す
。�

　
こ
の
よ
う
な
Ⅰ
Ｔ
を
活
用
し
た
授
業
の
ア
イ

デ
ィ
ア
を
ま
と
め
た
も
の
が
、小
冊
子『
テ
ィ
ッ
プ

ス
先
生
か
ら
の
７
つ
の
提
案〈
Ⅰ
Ｔ
活
用
授
業
編
〉』

で
す
。
Ⅰ
Ｔ
活
用
授
業
編
は
、高
等
教
育
研
究
セ

ン
タ
ー
と
情
報
メ
デ
ィ
ア
教
育
セ
ン
タ
ー
の
教

員
が
協
力
し
て
開
発
し
た『
テ
ィ
ッ
プ
ス
先
生
か

ら
の
７
つ
の
提
案
』の
４
番
目
の
冊
子
で
す
。本

子
に
興
味
が
あ
る
学
内
の
方
に
は
お
送
り
し
ま

す
の
で
、高
等
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。　  

　 

　
　
　
　
　 

（
中
井
俊
樹
）�

　７月25日、名古屋大学は新任教員研修の

一環として「教育ワークショップ」を野依

記念学術交流館にて実施しました。新任教

員研修の対象者のうち66名が自主参加しま

した。ワークショップ①「今日の名大生の

学習・生活実態を知ろう」（講師：近田政博）

では、名大生の入学から卒業に至る特徴が

説明され、今日の学生像について活発な意

見交換が行われました。ワークショップ②「学

生の参加度を高める教授法を学ぼう」（講師：

中井俊樹）では、折り紙ゲームなどを通し

て効果的な教授法の基本について学びました。

このワークショップは来年度以降も新任教

員研修の中核として充実させていく予定です。�

（近田政博）�

教育ワークショップを開催�

速報！�速報！�
　
博
士
論
文
の
指
導
法
と
聞
く
と
、門

外
不
出
の
印
象
が
あ
り
ま
す
ね
。
今
回

は
敢
え
て
そ
の
秘
訣
を
、オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
の
ウ
ェ
ス
タ
ン
シ
ド
ニ
ー
大
学
准
教
授

で
も
あ
る
ク
リ
ス
テ
ィ
ン
・
ハ
ル
ス
さ
ん

（
高
等
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
客
員
教
授
）

に
、教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。�

�

　
博
士
号
と
い
え
ば
国
際
的
に
も
通
用

す
る
最
高
級
の
「
資
格
」
で
す
。
し
か
し

実
際
の
と
こ
ろ
は
、絶
え
ず
批
判
に
さ
ら

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
博
士
課
程
の
学
生
は

自
分
の
学
位
を
「
中
世
か
ら
続
く
拷
問
の

一
種
」
と
自
嘲
気
味
に
語
り
、と
き
に
は「
ま

と
も
な
人
間
な
ら
取
得
し
な
い
」
と
さ
え

言
い
放
ち
ま
す
。
米
英
豪
で
行
わ
れ
た
調

査
か
ら
は
、博
士
課
程
に
在
籍
し
て
い
る

学
生
の
満
足
度
は
低
く
、半
数
以
上
の
学

生
が
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
し
、ま
た
、課
程
修

了
ま
で
の
年
数
も
増
加
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、日
本
の
国
立

大
学
は
、そ
の
法
人
化
に
よ
り
、博
士
課

程
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
成
果
と
質
の
保
証
を
通

じ
て
、国
内
外
に
そ
の
立
場
と
信
頼
を
誇

示
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。�

　
昨
今
の
博
士
課
程
は
、専
門
職
大
学

院
が
で
き
た
り
、博
士
課
程
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

内
容
が
多
様
化
・
高
度
化
し
た
り
と
、進

化
を
遂
げ
て
い
ま
す
。
し
か
し
博
士
課
程

の
中
心
は
今
も
っ
て
論
文
作
成
の
た
め
の

研
究
指
導
に
あ
り
、そ
の
論
文
指
導
の
質

と
指
導
教
員
に
こ
そ
学
生
の
批
判
が
集

ま
っ
て
い
ま
す
。�

　
そ
れ
で
は
「
よ
い
」
論
文
指
導
と
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
？ 

新
米
教
員

に
も
ベ
テ
ラ
ン
教
員
に
も
役
立
つ
で
あ
ろ

う
「
博
士
論
文
を
指
導
す
る
秘
訣
十
箇

条
」
を
以
下
に
挙
げ
て
み
る
こ
と
に
し
ま

し
ょ
う
。�

�
一
、 
問
題
が
発
生
す
る
前
に
気
づ
く
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。
指
導
を
始
め
た
ら

ま
ず
、学
生
の
能
力
と
弱
点
、彼
ら
が

最
も
助
け
を
必
要
と
し
て
い
る
点
を

知
る
こ
と
に
時
間
を
費
や
し
て
み
ま

し
ょ
う
。
指
導
教
員
は
学
生
の
能
力

を
誤
解
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

早
め
に
気
づ
く
べ
き
誤
解
に
は
次
の
よ

う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。�

 

・ 

学
生
は
期
限
内
に
自
分
の
能
力
で
達

成
可
能
な
研
究
課
題
を
設
定
し
て
い

る
か
？�

 

・ 

学
生
は
自
分
の
研
究
分
野
に
関
す
る

優
れ
た
参
考
文
献
を
手
に
し
て
い
る

か
？�

 

・ 

学
生
は
主
要
な
学
術
誌
を
知
っ
て
い
る

か
？�

 

・ 

学
生
は
必
要
と
さ
れ
る
学
問
上
の
方

法
論
を
身
に
つ
け
て
い
る
か
？�

 

・ 

学
生
は
必
要
な
専
門
用
語
を
習
得
し

て
い
る
か
？�

 

・ 

学
生
は
電
子
デ
ー
タ
を
活
用
し
た
り
、

パ
ソ
コ
ン
で
論
文
を
作
成
し
た
り
す

る
の
に
必
要
な
技
術
を
身
に
つ
け
て

い
る
か
？�

 

・ 

学
生
は
明
確
か
つ
簡
潔
な
文
章
を
書

く
こ
と
が
で
き
る
か
？�

 

・ 

学
生
は
論
文
作
成
に
役
立
つ
リ
ス
ト
や

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、学
協
会
な
ど
を
把
握

し
て
い
る
か
？�

二
、論
文
作
成
に
取
り
掛
か
る
前
に
、教

員
が
学
生
に
何
を
求
め
て
い
る
の
か
、

ま
た
学
生
が
何
を
教
員
に
求
め
る
べ

き
な
の
か
、明
確
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

を
提
示
し
ま
し
ょ
う
。
学
生
の
な
か

に
は
、指
導
教
員
は
何
時
で
も
自
分

を
手
伝
っ
て
く
れ
て
、校
正
や
編
集
を

し
て
く
れ
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
人

も
い
ま
す
。
何
が
公
正
で
理
に
か
な
っ

て
い
る
の
か
、合
意
が
必
要
で
す
。�

三
、学
生
の
進
捗
状
況
が
わ
か
る
よ
う

な
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
を
設
け
ま
し

ょ
う
。
計
画
は
状
況
に
応
じ
て
変
更

す
る
こ
と
も
あ
り
え
ま
す
が
、ま
ず

は
以
下
の
締
め
切
り
を
提
示
し
ま
し

ょ
う
。�

  

・ 

他
の
履
修
授
業
の
完
了�

  

・ 

公
式
の
研
究
計
画
書
の
提
出�

  

・ 

デ
ー
タ
集
計
と
分
析
の
開
始
と
終
了�

  

・ 

目
次
の
提
出�

四
、定
期
的
な
指
導
の
時
間
を
設
定
し

ま
し
ょ
う
。
ど
れ
だ
け
忙
し
く
て
も

さ
ぼ
ら
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。�

五
、早
め
に
書
く
こ
と
、そ
し
て
、ま
め

に
書
く
こ
と
を
学
生
に
実
行
さ
せ
ま

し
ょ
う
。
私
の
場
合
、論
文
作
成
に
と

り
か
か
っ
て
か
ら
２
カ
月
目
に
は
学
生

に
何
が
し
か
書
か
せ
て
い
ま
す
。こ
れ

に
よ
っ
て
、学
生
は
早
い
段
階
か
ら
自

分
の
考
え
を
概
念
化
し
た
り
伝
達
し

た
り
す
る
機
会
を
持
ち
、博
士
論
文

の
全
容
を
概
観
で
き
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。�

六
、学
生
に
惜
し
み
な
く
情
報
を
与
え

ま
し
ょ
う
。
文
献
や
学
会
案
内
の
写

し
な
ど
を
学
生
に
渡
し
て
あ
げ
ま
し

ょ
う
。
あ
な
た
の
知
識
を
学
生
に
授

け
る
こ
と
で
、彼
ら
か
ら
あ
な
た
の
執

筆
中
の
論
文
へ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
も

も
ら
え
ま
す
。�

七
、学
会
や
ジ
ャ
ー
ナ
ル
の
論
文
を
共
同

執
筆
し
、学
生
に
学
術
論
文
を
書
く

こ
と
を
促
し
ま
し
ょ
う
。�

八
、１
週
間
ご
と
に
、学
生
の
ド
ラ
フ
ト

を
読
ん
で
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
時

間
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
プ
ロ

と
し
て
基
本
的
な
実
践
で
あ
る
だ
け

で
な
く
、学
生
か
ら
感
謝
さ
れ
る
こ
と

に
も
つ
な
が
り
ま
す
。�

九
、学
生
を
手
助
け
す
る
こ
と
を
惜
し

ま
な
い
と
同
時
に
、論
文
指
導
と
い

う
の
は
学
問
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、

セ
ラ
ピ
ー
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も

念
頭
に
置
き
ま
し
ょ
う
。�

十
、論
文
を
書
く
の
は
学
生
自
身
で
あ
り
、

学
生
に
そ
の
責
務
が
あ
る
こ
と
を
忘

れ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
論
文

指
導
の
目
標
は
、学
生
を
自
立
し
た

学
習
者
に
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
す
。�

（
翻
訳
　
齋
藤
芳
子
）�

名古屋大学�
高等教育研究センター�
ニューズレター第15号�
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全
学
教
養
科
目
「
大
学
で
ど
う
学
ぶ
か
」�

授
業
紹
介�

　
高
等
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
は
本
年
度

前
期
に
、学
生
相
談
総
合
セ
ン
タ
ー
と
共

同
で
全
学
教
養
科
目
「
大
学
で
ど
う
学

ぶ
か
」
を
担
当
し
ま
し
た
。こ
の
授
業
は
、

名
古
屋
大
学
に
入
学
し
た
ば
か
り
の
学

生
が
、大
学
で
の
勉
学
・
学
生
生
活
に
つ
い

て
の
基
本
的
な
知
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と
、

そ
れ
を
通
じ
て
こ
れ
か
ら
の
大
学
で
の
４

年
間
の
生
活
に
つ
い
て
、あ
る
程
度
明
確

な
見
通
し
と
確
信
を
も
て
る
よ
う
に
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
具
体
的

に
は
、大
学
で
の
勉
学
の
特
徴
を
知
り
主

体
的
に
学
ぶ
必
要
を
理
解
で
き
る
こ
と
、

名
大
の
特
徴
や
可
能
性
に
つ
い
て
知
る
こ

と
な
ど
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。�

　
こ
の
授
業
は
、昨
年
度
ま
で
は
２
年
生

が
対
象
で
し
た
が
、趣
旨
・
内
容
を
考
慮

し
て
今
年
度
か
ら
は
１
年
生
向
け
に
開

講
し
ま
し
た
。
受
講
者
も
昨
年
度
の
約

６０
名
か
ら
約
１
８
０
名
と
大
幅
に
増
え

ま
し
た
。�

　
授
業
は
各
５
回
の
３
単
元
で
構
成
し

て
い
ま
す
。
第
１
単
元（
名
大
生
論
）で
は
、

名
大
入
学
の
動
機
や
今
後
の
抱
負
に
つ
い

て
、先
輩
の
報
告
な
ど
も
参
考
に
し
な
が

ら
、学
生
同
士
が
ホ
ン
ネ
を
出
し
あ
っ
て

議
論
し
ま
し
た
。
第
２
単
元（
名
大
論
）

で
は
、平
野
総
長
か
ら
、ご
自
身
の
学
生

時
代
の
経
験
を
披
露
し
つ
つ
夢
を
も
っ
て

大
学
生
活
を
送
る
こ
と
の
大
切
さ
に
つ
い

て
熱
く
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。さ
ら
に
、

学
内
の
文
系
と
理
系
の
教
員
か
ら
、自
ら

の
研
究
内
容
を
紹
介
し
て
い
た
だ
き
、学

問
の
お
も
し
ろ
さ
と
と
も
に
、名
大
の
魅

力
や
可
能
性
に
学
生
が
気
づ
く
よ
う
に

し
て
い
ま
す
。
第
３
単
元（
キ
ャ
リ
ア
論
）

で
は
、大
学
卒
業
後
の
生
活
を
視
野
に
入

れ
つ
つ
、こ
れ
か
ら
の
大
学
生
活
を
主
体�

的
・
創
造
的
に
送
る
こ
と
の
大
切
さ
や
そ

の
た
め
の
ノ
ウ
ハ
ウ
に
つ
い
て
説
明
し
て
い

ま
す
。�

　
こ
の
授
業
の
特
徴
は
、学
生
の
主
体
的

な
参
加
を
促
す
た
め
、双
方
向
的
な
授

業
に
な
る
よ
う
に
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
を
多

く
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
、複
数
の
課
題

（
小
テ
ス
ト
）に
よ
っ
て
単
元
の
内
容
を
振

り
返
り
つ
つ
次
の
単
元
に
進
め
る
よ
う
に

工
夫
し
て
い
る
こ
と
な
ど
で
す
。
実
験
的

な
要
素
も
多
く
、共
同
で
担
当
す
る
両

セ
ン
タ
ー
の
教
員
が
、毎
授
業
後
に
ミ
ー

テ
ィ
ン
グ
を
開
き
、授
業
の
工
夫
や
改
善

に
努
め
な
が
ら
授
業
を
進
め
ま
し
た
。�

（
夏
目
達
也
）�

科
学
の
香
る
珈
琲
タ
イ
ム�

　
ス
ポ
ー
ツ
・
カ
フ
ェ
、ジ
ョ
ブ
・
カ
フ
ェ
な
ど

テ
ー
マ
の
あ
る
カ
フ
ェ
が
流
行
り
の
昨
今�

で
す
が
、街
角
の
カ
フ
ェ
で
珈
琲
片
手
に

気
軽
に
科
学
の
話
を
し
よ
う
と
い
う
科

学
喫
茶
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
科
学�

喫
茶（
カ
フ
ェ・
シ
ア
ン
テ
ィ
フ
ィ
ー
ク
）や

科
学
酒
場（
バ
ー
・
デ
・
シ
ア
ン
ス
）は
、も

と
も
と
９０
年
代
後
半
に
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ

ン
ス
で
始
ま
り
、日
本
で
も
昨
年
あ
た
り

か
ら
急
速
に
広
ま
っ
て
い
る
も
の
で
す
。�

名
大
教
員
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
、カ

フ
ェ
シ
ア
ン
テ
ィ
フ
ィ
ー
ク
名
古
屋（
Ｃ
Ｓ
Ｎ
）

も
本
年
度
か
ら
科
学
喫
茶
や
科
学
酒
場

を
始
め
、本
セ
ン
タ
ー
も
運
営
に
協
力
し

て
い
ま
す
。
先
だ
っ
て
七
月
二
二
日（
土
）�

に
は
、本
学
環
境
学
研
究
科
高
野
雅
夫

氏
を
ゲ
ス
ト
に
千
種
の
バ
ー
、カ
ル
ヴ
ァ
ド

ス
に
て
「
持
続
可
能
な
社
会
づ
く
り
の
た

め
の
科
学
│
市
民
参
加
型
科
学
が
は
じ

ま
っ
て
い
る
│
」
と
題
し
た
科
学
酒
場
を

開
催
し
ま
し
た
。
次
回
は
三
省
堂
テ
ル
ミ

ナ
店
喫
茶
コ
ー
ナ
ー
に
て
九
月
二
日（
土
）

午
後
三
時
か
ら
、本
学
理
学
研
究
科
の

福
井
康
雄
氏
が
ゲ
ス
ト
で
す
。�

　
本
セ
ン
タ
ー
で
は
、高
等
教
育
と
社
会

と
の
架
け
橋
と
な
る
取
り
組
み
を
今
後

も
応
援
し
て
い
き
ま
す
。Ｃ
Ｓ
Ｎ
の
活
動

予
定
は
Ｗ
Ｅ
Ｂ
（u

rl 
h
ttp
://w

w
w
.�

in
fo.h
u
m
an
.n
ag
oy
a-u
.ac.jp

/lab
/�

phil/cafe/

）に
て
ど
う
ぞ
。�（

齋
藤
芳
子
）�

読んでおきたい�
この1冊�
Great Books on University

『科学者という仕事�
　　ー独創性はどのように生まれるかー』�

高等教育研究センタースタッフ（２００６年８月現在）�

酒井 邦嘉 著� 中公新書　２００６年�

　本書は、科学者・研究者という職業の特異性について、古

今東西の大科学者の言葉を引用しながら縦横に論じた快

著である。人類の名だたる研究成果の背景には、科学者の

苦闘、嫉妬、劣等感、ホームシックといった泥臭い人間ドラ

マが存在していることを教えてくれる。それから、著者の概

念整理の鮮やかさには瞠目させられる。そのメッセージは

いたってシンプルである。研究者の目標とは「人のやらな

いことをやり、人の考えないことを考えること」、研究発表

は「正しく、わかりやすく、短く」、大学教育の目的は「学生

に考えさせること」など。�

　難しいことの本質をわかりやすい言葉で表現してくれる

のが良書の条件であるとするならば、本書はまぎれもなく

三重丸である。創造的であるために必要なことは、科学者

のような「論理の世界」も、芸術家や作家などのような「ア

ートの世界」も、本質的には変わらない。基礎知識を模倣・

修得し、自在に活用できるようになってはじめて、創造の舞

台へと踏み出すことができる。その際に重要なことは、「鈍」

であることだと言う。「鈍」とは、先があまり見えすぎず、頑

固一徹で、周りに流されず、試行錯誤や無駄をいとわない

という意味での「誉め言葉」として使われている。�

　本書は研究室への配属を控えた理系学生にぜひ読ませ

たい。あるいは文系学生のための理系教養にもなりうるし、

あらゆる分野の大学院新入生にとってもオリエンテーショ

ン（方向づけ）の示唆を与えてくれるだろう。本書を読めば、

真の教養に文系・理系の垣根は存在しないことがわかるだ

ろう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（近田政博）�
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戸田山　和久�
専門領域：科学技術社会論�
夏目　達也�
専門領域：高等教育学、技術・職業教育論�
近田　政博�
専門領域：比較高等教育学、初年次教育�
中井　俊樹�
専門領域：大学教授法、高等教育マネジメント�

助教授�
�
助手�
�
専任職員�

＜平成１８年度　外国人客員教授＞�
クリスティン・ハルス（２００６年４月～２００６年９月）�
　　ウエスタン・シドニー大学准教授（オーストラリア）�
ジェラルド・フライ（２００６年１０月～２００７年３月）�
　　ミネソタ大学教育人間発達学部（アメリカ合衆国）�

＜平成１８年度　国内客員教授＞�
馬越 徹　　　桜美林大学 大学教育研究所 所長�
小笠原 正明　東京農工大学 大学教育センター 教授�
吉田 文　　　独立行政法人メディア教育開発センター 教授�

ホームページ　http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/

鳥居　朋子�
専門領域：高等教育カリキュラム論、教育経営学�
齋藤　芳子�
専門領域：科学技術と高等教育、科学技術社会論�
井上　和美�
事務室連絡先：０５２-７８９-５６９６�

Curriculum Glossary

科目番号方式�
（Course Numbering System）�

カリキュラムにまつわる用語集�

　北米の大学のシラバスや科目要覧などを手にしたとき、科目（授業）ごとに3ケタ

ぐらいの番号や文字が付されていることに気づいた方は多いでしょう。「科目番号

方式」は、それぞれの科目の提供母体（学科など）や専門の度合いを瞬時に識別

できるよう、数字や文字等のコードによって科目を体系的に管理するシステムです。�

　大学によってコードの様式は異なりますが、通常、2～4ケタの数字や、ときには

数字と文字の組み合わせで表されます。たとえば、米国のサンフランシスコ州立大

学では、以下のようなコード体系になっています。0～99 補習教育および単位を

授与しない科目、 100～299 1、2年生が履修すべき科目、 300～699 3、4年生が

履修すべき科目、 700～899 大学院課程の科目、 900～999 連合博士課程の科

目、 9000～9999 成人教育部門における専門職業科目。一般に、数字が大きくな

るにつれて、より専門性（必ずしも難易度ではない）が高くなるとみなされます。�

　科目番号方式は、単にカリキュラムの体系性の観点から個々の科目を管理運営

することに有効なだけではなく、学生が履修に適切な科目を判別し、学習する際に

も大いに役立ちます。また、ある科目を履修するための前提要件として、それまで

に合格しておかなければならない科目や推奨する関連科目などを特定し構造的

に可視化することにも有効性を発揮します。�

　学士課程の「四年一貫教育」を謳う名古屋大学は、9つの学部と13の研究科（大

学院）、多数の附属施設や研究所などで構成されており、多様な学問領域を擁して

いることは明らかです。大規模総合大学としての豊かな学術的資源を最大限に活

かしたカリキュラムを体系的に学生提供するためにも、科目番号方式の導入は一

考に価するといえましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鳥居朋子）�

4月22日（土）、三省堂テルミナ店喫茶コーナーでの�
科学喫茶。ファシリテーターは戸田山和久センター長�
が務めました。�
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