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教
育
と
大
学
に
つ
い
て 

「
青
臭
い
」
議
論
を
し
て
み
よ
う 
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ニューズレター第1３号 

 

ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
を
『か
わ
ら
ば
ん
』

に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
て
、
今
回
が
第
二

号
に
な
り
ま
す
。
だ
い
た
い
、
部
局
の

ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
と
い
う
も
の
は
、
部
局

長
の
よ
そ
行
き
の
ご
挨
拶
が
巻
頭
に

載
っ
て
、
あ
と
は
「こ
ん
な
に
一
生
懸
命

に
や
っ
て
ま
す
」と
い
う
自
慢
話
が
続

く
と
い
う
の
が
相
場
で
す
。
紙
の
無
駄

で
す
ね
。
『か
わ
ら
ば
ん
』に
は
、
わ
れ

わ
れ
の
大
学
を
ど
う
し
よ
う
か
、
い
や

そ
も
そ
も
教
育
っ
て
何
だ
、
大
学
っ
て

何
の
た
め
に
あ
る
ん
だ
、
と
呻
吟
す
る

わ
れ
わ
れ
大
学
人
の
「う
め
き
声
」の

よ
う
な
も
の
を
載
せ
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
悩
み
の
吐
露
が
あ
り
、

挑
発
が
あ
り
、
そ
れ
に
触
発
さ
れ
た

反
論
や
提
案
が
あ
り
、
と
い
っ
た
多
様

な
肉
声
が
響
き
あ
う
メ
デ
ィ
ア
に
育
っ

て
い
っ
た
ら
幸
い
で
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

次
世
代
に
何
を
伝
え
た
ら 

 
 
 
 
 
 
 
 

よ
い
の
か 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

と
い
う
わ
け
で
、
今
回
は
思
い
っ
き
り

大
風
呂
敷
を
広
げ
つ
つ
個
人
的
な
想

い
を
書
い
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
気

を
悪
く
さ
れ
る
方
も
あ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
ど
う
ぞ
反
論
し
て
く
だ
さ

い
。
紙
面
は
名
古
屋
大
学
構
成
員
の
み

な
さ
ん
の
も
の
で
す
か
ら
。
話
題
は
、
大

学
が
あ
る
こ
と
の
人
類
史
的
な
意
味
、

と
い
っ
た
こ
と
で
す
。
社
会
に
と
っ
て
の

意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
類
に
と
っ

て
の
意
味
で
す
。 

 

理
化
学
研
究
所
の
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス

（
二
〇
〇
二
年
一
月
四
日
）
に
よ
る
と
、

ヒ
ト
と
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
ゲ
ノ
ム
の
違
い

は
１
．
２
３
％
（約
三
千
七
百
万
塩
基
）

し
か
な
い
そ
う
で
す
。
思
い
の
外
、
近
い

存
在
で
す
。
し
か
し
、
一
方
で
ヒ
ト
と
チ

ン
パ
ン
ジ
ー
は
ず
い
ぶ
ん
違
い
ま
す
。
チ

ン
パ
ン
ジ
ー
は
理
化
学
研
究
所
や
大
学

を
も
っ
て
い
ま
せ
ん
し
、
そ
れ
ら
を
独
法

化
し
た
り
も
し
ま
せ
ん
。
違
い
は
次
の
点

で
す
。
ヒ
ト
は
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
や
そ
の
他

の
種
と
違
っ
て
、
世
代
か
ら
世
代
へ
と
情

報
を
伝
達
す
る
装
置
と
し
て
、
生
殖
と

遺
伝
以
外
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
、
つ
ま
り
文
化

と
教
育
を
つ
く
り
あ
げ
、
し
か
も
そ
の

チ
ャ
ン
ネ
ル
に
生
存
を
大
き
く
依
存
す

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
種
だ
と
い
う
こ
と

で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
幸
島
の
ニ
ホ
ン
ザ
ル
に

み
ら
れ
る
芋
洗
い
や
サ
ド
ル
バ
ッ
ク
と
い

う
鳥
の
さ
え
ず
り
の
よ
う
に
、
ヒ
ト
以
外

の
種
に
も
文
化
の
世
代
伝
播
と
い
う
現

象
は
見
ら
れ
る
よ
う
で
す
が
、
ヒ
ト
の
場

合
は
そ
の
程
度
が
は
な
は
だ
し
い
、
と
い

う
違
い
が
あ
り
ま
す
。 

 

だ
と
す
る
と
、
良
い
遺
伝
子
を
残
す
こ

と
以
上
に
、
次
世
代
に
良
い
文
化
的
ア

イ
テ
ム
（
概
念
・ア
イ
デ
ィ
ア
・思
想
・制

度
・
学
問
・芸
術
・科
学
）を
残
す
こ
と

は
、
次
世
代
の
ヒ
ト
の
生
存
に
と
っ
て
重

要
な
課
題
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
後
者
を
過
小
評
価
し
た
の
が
「優
生

学
」と
呼
ば
れ
る
運
動
で
し
た
。
わ
れ
わ

れ
の
生
存
は
、
も
ち
ろ
ん
科
学
技
術
の

成
果
に
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
と

同
様
に
思
想
や
概
念
に
よ
っ
て
も
支
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
「人
権
」と

い
う
概
念
。
こ
の
概
念
は
、
も
ち
ろ
ん

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
す
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
か

ら
と
い
う
こ
と
で
人
権
概
念
の
無
効
性

を
言
い
立
て
る
半
可
通
の
こ
と
は
こ
の

際
お
い
と
い
て
、
次
の
よ
う
に
想
像
し
て

み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
概
念
は
、
自
然
に
発

生
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
近
代

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
家
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ

れ
苦
闘
し
な
が
ら
創
り
あ
げ
彫
琢
し
て

き
た
も
の
で
す
。
そ
の
概
念
は
世
代
か

ら
世
代
へ
と
受
け
渡
さ
れ
て
、
そ
し
て
い

ま
、
わ
れ
わ
れ
の
手
の
中
に
あ
り
ま
す
。

も
し
、
彼
ら
が
人
権
概
念
の
創
造
と
い

う
思
想
的
苦
闘
を
途
中
で
放
棄
し
て
い

た
ら
、
そ
し
て
、
そ
の
概
念
の
リ
レ
ー
が

ど
こ
か
で
途
絶
え
て
い
た
ら
、
わ
れ
わ
れ

の
そ
れ
な
り
に
幸
福
な
生
存
は
も
っ
と

も
っ
と
難
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
は
ず

で
す
。 

 

人
類
史
的
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
大

学
は
こ
う
し
た
世
代
間
情
報
伝
達
装

置
の
主
要
な
構
成
要
素
で
す
。
そ
の
本

来
の
目
的
は
、
人
類
の
知
的
遺
産
の
継

承
と
伝
達
を
お
い
て
他
に
は
あ
り
ま
せ

ん
。
昨
年
、
『
ザ
・デ
イ
・ア
フ
タ
ー
・ト
ゥ

モ
ロ
ー
』
と
い
う
映
画
が
ヒ
ッ
ト
し
ま
し

た
。
人
類
を
突
如
と
し
て
氷
河
期
が
お

そ
う
と
い
う
荒
唐
無
稽
な
映
画
で
す

が
、
そ
の
中
に
忘
れ
ら
れ
な
い
シ
ー
ン
が

あ
り
ま
す
。
想
像
を
絶
す
る
寒
波
に
見

舞
わ
れ
て
身
動
き
と
れ
な
く
な
っ
た
主

人
公
た
ち
は
、
図
書
館
（NY

 
p
u
b
lic 

lib
rary

）に
閉
じ
こ
め
ら
れ
ま
す
。
も
の

す
ご
い
寒
さ
。
と
う
と
う
彼
ら
は
本
を

燃
や
し
て
暖
を
と
る
こ
と
に
し
ま
す
。

そ
の
と
き
、
あ
る
男
が
一
冊
の
本
を
抱

え
て
「こ
の
本
だ
け
は
燃
や
さ
せ
な
い
」

と
抵
抗
す
る
の
で
す
。
そ
の
本
は
、

『グ
ー
テ
ン
ベ
ル
グ
聖
書
』、
つ
ま
り
人
類

最
初
の
活
字
印
刷
に
よ
る
書
物
で
す
。

彼
は
言
い
ま
す
。
「人
類
が
再
び
文
明
を

再
建
す
る
と
き
ま
で
、
こ
の
本
が
ど
ん

な
に
世
界
の
広
が
り
を
も
た
ら
し
た
か

を
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。 

 

こ
の
シ
ー
ン
を
見
て
い
て
思
い
出
し
た

の
が
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ト
リ
ュ
フ
ォ
ー
監
督

の
『
華
氏
４
５
１
』（
一
九
六
六
年
）で

す
。
愚
民
化
政
策
の
一
環
と
し
て
、
本
を

読
む
こ
と
も
所
有
す
る
こ
と
も
禁
じ
ら

れ
た
世
界
に
、bo

o
k
 p

eo
p
le

と
呼
ば
れ

る
人
々
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
あ
り
ま

す
。
彼
ら
は
、
人
類
の
知
的
遺
産
た
る

思
想
・
文
学
を
継
承
す
る
た
め
に
、
そ

れ
ぞ
れ
一
人
一
人
が
一
冊
の
本
を
暗

記
し
て
、
文
字
通
り
「本
の
人
」と
し
て

生
き
て
い
く
こ
と
を
決
意
し
た
人
々
で

す
。
「こ
の
人
は
、
マ
キ
ャ
ベ
リ
の
『君
主

論
』だ
よ
」
と
紹
介
さ
れ
た
相
手
が
、
あ

ま
り
に
み
す
ぼ
ら
し
く
風
采
が
上
が
ら

な
い
姿
な
の
で
じ
ろ
じ
ろ
見
て
い
る
と
、

「君
、
本
を
カ
バ
ー
で
判
断
し
ち
ゃ
ダ
メ

だ
よ
」
と
『君
主
論
』
が
答
え
る
、
と
い
う

シ
ー
ン
が
記
憶
に
残
っ
て
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
学
の
使
命 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

教
育
機
関
と
し
て
の
大
学
の
つ
と
め

が
、
人
類
の
知
的
遺
産
の
リ
レ
ー
に
加

わ
る
人
々
を
再
生
産
す
る
こ
と
以
外
に

何
が
あ
る
の
か
、
と
私
は
思
い
ま
す
。
大

学
が
育
て
る
人
物
像
は
、
「
過
去
の
知
的

遺
産
に
対
す
る
畏
敬
の
念
を
持
ち
、
い

ま
は
わ
か
ら
な
く
と
も
い
つ
か
は
分
か

り
た
い
と
い
う
あ
こ
が
れ
を
も
ち
、
そ
れ

を
理
解
す
る
た
め
の
努
力
を
惜
し
ま

ず
、
そ
の
努
力
が
同
時
に
生
き
る
喜
び

で
あ
り
誇
り
で
も
あ
る
人
」で
あ
る
べ
き

で
す
。
こ
の
原
点
に
還
る
べ
き
じ
ゃ
な
い

で
す
か
？ 

ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・ポ
リ
シ
ー

と
や
ら
で
、
齋
藤
孝
じ
ゃ
あ
る
ま
い
し
、

「○
○
力
」を
ね
つ
造
し
て
い
る
場
合

じ
ゃ
な
い
ぞ
、
と
私
は
思
い
ま
す
。 

 

ど
う
で
す
。
青
臭
い
で
し
ょ
、
理
想
論

で
し
ょ
。
で
も
、
現
在
の
大
学
の
一
番
の

問
題
点
は
、
教
員
を
は
じ
め
学
生
を
含

む
す
べ
て
の
構
成
員
が
、
こ
う
し
た
理
想

論
を
直
視
す
る
こ
と
か
ら
一
斉
に
遁
走

を
始
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
と

私
は
確
信
し
て
い
ま
す
。
す
で
に
、
二
〇

〇
三
年
の
学
生
生
活
状
況
調
査
で
は
、

月
に
読
む
本
が
一
冊
以
下
の
学
生
が
６

０
％
を
超
し
ま
し
た
。
華
氏
４
５
１
の
世

界
は
、
「支
配
者
」
と
や
ら
の
陰
謀
を
待

つ
ま
で
も
な
く
わ
れ
わ
れ
の
足
下
か
ら

実
現
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

（
戸
田
山 

和
久
）  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

理系よりも文系の方が学習時間は長い 

女子よりも男子の方が個人差大きい 
From the Data 

2004年に実施された名古屋大学の学生生活

状況調査（標本数1,244）によると、一日の学習

時間（授業時間を除く）が１時間未満と答えた学

部生の割合は約半数（50.9%）でした。   

これを文系・理系別にみると、文系は３時間以

上学習する学生が比較的多いのに対して、理系

は30分未満の学生が全体の約４分の１（24.9%）

を占めています。男女別にみると、男子学生は

学習時間の多い学生と少ない学生とに二極化

する傾向が女子学生よりも大きいことがわかり

ました。つまり、学習時間の個人差が大きいよう

です。 

授業時間数が多いはずの理系学生の方が文

系学生よりも学習時間が短いのはなぜでしょう

か。なぜ男子学生の学習時間は個人差が大き

いのでしょうか。このデータはいろいろな問いを

投げかけてくれます。（近田 政博） 

名大生の課外学習時間（男女別）
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ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
潮
流 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
九
月
は
、
カ

レ
ッ
ジ
の
多
く
の
新
入
生
に
と
っ
て
、
四

年
間
の
教
養
教
育
を
通
し
て
自
分
自

身
の
将
来
像
を
模
索
す
る
「サ
バ
イ
バ

ル
」の
始
期
に
あ
た
り
ま
す
。 

 

ひ
と
く
ち
に
ア
メ
リ
カ
の
大
学
の
教

養
教
育 

（Lib
eral 

E
d
u
catio

n

）と

い
っ
て
も
、
決
ま
っ
た
型
が
あ
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
米
国
大
学
協
会

（Asso
ciatio

n
 
o
f 

A
m

erican
 
C
o
l-

leg
es 

an
d
 
U

n
iv

ersities

）で
は
ひ
と

ま
ず
教
養
教
育
を
、
「個
人
を
力
づ
け
、

無
知
か
ら
精
神
を
解
き
放
ち
、
社
会

的
責
任
を
培
う
教
育
理
念
」と
し
て

位
置
づ
け
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
教
育

理
念
を
具
体
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
変

換
し
実
施
す
る
方
法
は
個
々
の
大
学

に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
い

く
つ
か
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
例

え
ば
、
近
年
の
ア
メ
リ
カ
の
大
学
に
お

け
る
教
養
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
潮
流

と
し
て
、
個
々
の
コ
ー
ス
や
プ
ロ
グ
ラ
ム

で
取
り
扱
う
主
題
が
古
典
的
な
問
題

か
ら
よ
り
現
代
的
な
問
題
へ
と
移
行

し
て
き
て
い
る
こ
と
、
目
標
と
さ
れ
る

学
習
成
果
が
職
業
社
会
で
通
用
す
る

ス
キ
ル
の
獲
得
を
見
す
え
た
実
学
志

向
の
強
い
も
の
へ
と
変
化
し
て
き
て
い

る
こ
と
等
が
最
近
の
研
究
で
指
摘
さ

れ
て
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

大
規
模
研
究
総
合
大
学
の 

 
 

 
 

 
 

 

教
養
教
育
カ
レ
ッ
ジ 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

そ
れ
で
は
、
名
古
屋
大
学
が
モ
デ
ル

と
す
る
大
規
模
研
究
総
合
大
学
の
カ

レ
ッ
ジ
で
は
ど
の
よ
う
な
教
養
教
育
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
筆
者
が
客
員
研

究
員
と
し
て
滞
在
（
二
〇
〇
五
年
七

月
～
十
月
）
し
た
ミ
シ
ガ
ン
大
学
ア

ナ
ー
バ
ー
校
の
教
養
教
育
カ
レ
ッ
ジ

（Co
lleg

e o
f L

itera
tu

re, S
cien

ce, 

a
n
d
 
th

e 
A
rts.

以
下L

S
&

A

）を
事
例

に
、
印
象
深
く
感
じ
た
こ
と
が
ら
を
ご

紹
介
し
ま
し
ょ
う
。LS

&
A

の
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
は
、
一
．
必
修
（初
年
次
文
章
作
成
、

上
級
文
章
作
成
、
数
量
的
推
論
、
外
国

語
、
人
種
お
よ
び
民
族
性
）
、
二
．
領
域

配
分
必
修
（自
然
科
学
、
社
会
科
学
、
人

文
。
あ
わ
せ
て
、
自
然
科
学
、
社
会
科
学
、

人
文
、
数
学
お
よ
び
記
号
解
析
、
創
造

的
表
現
、
学
際
か
ら
三
領
域
選
択
）、

三
．
集
中
課
程
（主
専
攻
）
、
四
．
選
択
、

と
い
っ
た
大
き
な
四
つ
の
要
素
か
ら
組
み

立
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
一
と

二
の
部
分
は
知
識
、
技
能
、
態
度
と
い
っ

た
三
つ
の
要
素
の
組
み
合
わ
せ
で
構
成

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ

は
、LS

&
A

で
学
ぶ
す
べ
て
の
学
生
が
共

通
し
て
体
験
し
、
修
得
す
べ
き
能
力
と

し
て
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

教
養
教
育
に
お
け
る
地
図
と
コ
ン
パ
ス 

 

こ
う
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
全
体
構
図

が
、
い
わ
ば
大
学
固
有
の
教
養
教
育
理

念
を
具
体
的
に
描
い
た
地
図
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
な
ら
、
一
義
的
に
は
、
そ
れ

を
実
際
に
活
用
す
る
主
人
公
は
教
師
で

は
な
く
学
生
で
あ
る
は
ず
で
す
。LS

&
A

は
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
全
体
構
図
の
な
か
で

調
和
す
る
個
々
の
コ
ー
ス
や
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
設
計
し
、
学
生
を
地
図
に
沿
っ
て
最
終

目
的
ま
で
ナ
ビ
ゲ
ー
ト
す
る
こ
と
を
ミ

ッ
シ
ョ
ン
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
さ
ら
に
学
内

外
の
利
害
関
係
者
に
対
す
る
責
務
の
ひ

と
つ
と
し
て
自
覚
し
て
い
ま
す
。
学
生
は

教
養
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
通
し
て
各

自
の
学
習
デ
ザ
イ
ン
を
描
き
最
終
目
標

に
向
か
っ
て
ま
い
進
す
る
自
立
し
た
存

在
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
歩
み
を
助
け
る
コ

ン
パ
ス
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
の
が

大
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
制
度
（
助
言

制
度
、
個
人
指
導
、
同
僚
支
援
）で
あ
る

こ
と
が
、
は
っ
き
り
と
可
視
化
さ
れ
て
い

る
点
は
注
目
に
値
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
ス

ポ
ー
ツ
や
文
化
、
社
会
奉
仕
、
芸
術
活

動
、
国
際
体
験
な
ど
の
諸
活
動
（Co

-

cu
rricu

lu
m

）を
重
視
し
、
正
課
の
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
と
の
相
補
関
係
に
も
期
待
が

寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
大
学
の

エコトピア科学研究所の山里敬也さんによると、世

界で最初に携帯電話が使用されたのは1970年の大

阪万博においてだそうだ。それから急速に進んだ携

帯電話の普及は、だれもが目のあたりにしてきたこと

であろう。私も記憶しているが、1980年代に携帯電話

を所有することは、ごく少数の者たちの特権であった。

1990年代中頃に入ると、携帯電話は所有しようと思

えばだれでも購入できるような身近なものとなった。

さらに2000年になると、携帯電話を所有することは当

たり前と見なされ、義務感さえ生じるようになった。こ

のようにモノの量的普及は、そのモノを持つ意味を変

化させる。 

大学の進学についてもそれと同じではないかとい

うのが、この本の考え方である。トロウは、大学の就学

率の上昇が与える大学進学のもつ意味の変化など

を歴史的・国際比較的に分析した。大学の就学率が

15％までの間をエリート型、15％から50％までの間

をマス型、50％以上をユニバーサル型と呼び、それ

ぞれ大学進学の意味が、「少数者の特権」、「相対的多

数者の権利」、「万人の義務」と移行することを示した。

さらに、大学進学の意味だけでなく、高等教育の目的、

カリキュラム、教育方法、進学パターン、大学の規模、

管理運営にまで変化がおき、その変化がどのようなも

のであるかについても指摘した。 

この本は、このようなわかりやすいフレームワークで

書かれており、高等教育分野では注目される本となっ

た。日本でも1960年代前半に15％を超えた大学・短

大進学率が、2005年には50％を超え、ユニバーサル

化時代に突入したと言われている。これからの大学像

を考えるときにも、この30年以上前に書かれた本書は

十分に示唆を与えるものであると私は思う。               

                        （中井 俊樹） 

姿
勢
は
、
ミ
シ
ガ
ン
大
学
の
同
僚
機
関
に

お
い
て
も
認
め
ら
れ
ま
す
。  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

組
織
的
な
問
い
へ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
L
S
&

A

が
学
生
に
発
信
し
て
い
る
示
唆

的
な
こ
と
ば
に
、
「情
報
に
も
と
づ
い
た

意
思
決
定
者
た
れ
（Be 

a
n
 
in

fo
rm

ed
 

d
ecisio

n
 
m

ak
er

）」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ

が
あ
り
ま
す
。
ど
の
よ
う
に
適
切
な
情

報
に
基
づ
い
た
意
思
決
定
者
を
育
て
る

の
か
、
こ
の
問
い
を
大
学
や
教
師
が
た
ゆ

ま
ず
組
織
的
に
思
考
し
て
い
く
こ
と
は
、

教
養
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
開
発
す
る

方
法
論
の
洗
練
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と

で
し
ょ
う
。  

 
 

 
 

 
 

（鳥
居 

朋
子
） 

  

秋学期の初日ににぎわうミシガン大学のセントラ

ルキャンパス。図書館前の広場に集う学生たちの

背後に、ハリケーン「カトリーナ」の被害者への弔意

を示す半旗が掲げられている。 

 
さ
る
十
月
四
日
（火
）
か
ら
十
三
日

（
木
）
に
か
け
て
、
高
等
教
育
研
究
セ
ン

タ
ー
の
主
催
に
よ
り
名
古
屋
大
学
教
員
・

院
生
の
大
学
教
授
法
ス
キ
ル
の
向
上
を

目
的
と
し
た
「
第
二
回
ラ
ン
チ
タ
イ
ム
Ｆ

Ｄ
」が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
は
、
授
業

デ
ザ
イ
ン
論
（
中
井
俊
樹
助
教
授
）
、
大
学

教
授
法
（
夏
目
達
也
教
授
）
、
学
生
発
達

論
（近
田
政
博
助
教
授
）の
三
つ
の
テ
ー
マ

を
提
供
し
ま
し
た
。
十
月
四
日
（火
）～
六

日
（
木
）の
三
日
間
は
教
員
用
（の
べ
参
加

者
十
六
名
）
、
十
月
十
一
日
（
火
）～
十
三

日
（
木
）は
院
生
用
（の
べ
参
加
者
六
十

名
）
と
し
て
開
催
し
ま
し
た
。 

こ
の
ラ
ン
チ
タ
イ
ム
Ｆ
Ｄ
は
、
ラ
ン
チ
タ

イ
ム
の
短
い
時
間
（十
二
時
十
分
か
ら
の

四
十
分
間
）
を
活
用
し
て
授
業
改
善
の
コ

ツ
と
ノ
ウ
ハ
ウ
を
効
果
的
に
提
供
・
共
有

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
受
講

料
は
無
料
で
三
回
と
も
出
席
し
た
大
学

院
生
に
は
修
了
証
を
授
与
し
ま
し
た
。
特

に
今
回
は
大
学
院
生
の
参
加
希
望
者
が

多
く
、
研
究
大
学
に
お
い
て
大
学
教
師
予

備
軍
で
あ
る
院
生
が
授
業
ス
キ
ル
に
つ
い

て
、
学
ぶ
こ
と
の
潜
在
的
ニ
ー
ズ
を
も
っ

て
い
る
こ
と
を
裏
付
け
る
結
果
と
な
り

ま
し
た
。  

 

こ
の
ラ
ン
チ
タ
イ
ム
Ｆ
Ｄ
で
は
、
コ
ー

ヒ
ー
や
ス
ナ
ッ
ク
も
ご
用
意
し
て
い
ま

す
。
昼
食
の
持
ち
込
み
も
Ｏ
Ｋ
で
す
。
サ
ロ

ン
的
な
雰
囲
気
で
授
業
改
善
に
有
益
な

情
報
提
供
と
自
由
な
意
見
交
換
を
め
ざ

し
て
い
ま
す
。
好
評
に
よ
り
、
来
年
春
に

も
開
催
す
る
予
定
で
す
。
お
問
い
合
わ
せ

はsta
ff@

csh
e.n

a
g
o
y
a
-u

.a
c.jp

ま
で
。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

（近
田 

政
博
） 

院
生
向
け
大
学
教
授
法
研
修
が
大
盛
況 

 
 

 
 

 
 

                     -

第
二
回
ラ
ン
チ
タ
イ
ム
Ｆ
Ｄ- 

受講生には戸田山センター長 

から修了証が渡された。 
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