
　
平
成
１９
年
度
名
古
屋
大
学
新
任
教
員
研

修
が
去
る
4
月
9
日（
月
）に
本
学
東
山
キ

ャ
ン
パ
ス
環
境
総
合
館
レ
ク
チ
ャ
ー
ホ
ー
ル

に
て
開
催
さ
れ
、高
等
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

は
今
年
も
教
育
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
提
供
し

ま
し
た
。�

　
「
授
業
の
ノ
ウ
ハ
ウ
や
ヒ
ン
ト
を
共
有
し

よ
う
」
と
題
す
る
１
時
間
ほ
ど
の
短
い
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
で
し
た
が
、ク
イ
ズ
あ
り
、紙
工

作
あ
り
、グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
あ
り
、

と
多
岐
に
わ
た
る
内
容
と
な
り
ま
し
た
。�

　
終
了
後
に
は
参
加
者
よ
り
メ
ー
ル
で
の

お
問
い
合
せ
・
コ
メ
ン
ト
な
ど
も
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。�

　
今
後
も
セ
ミ
ナ
ー
や
冊
子
な
ど
に
よ
る

授
業
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
い
き
ま
す
の
で
、ど

う
ぞ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。�

（
齋
藤
芳
子
）�
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裏
面
の
Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
宛
に
お
願
い
し
ま
す
　
記
事
の
投
稿
も
お
待
ち
し
て
い
ま
す�

に
皆
さ
ま
の
ご
意
見
・
ご
感
想
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い�

　
セ
ン
タ
ー
長
に
な
っ
て
３
年
目
に
な
り

ま
し
た
。
戸
田
山
で
す
。
ま
た
、
評
価

の
実
務
作
業
チ
ー
ム
の
一
員
と
し
て
作
文

ほ
か
も
ろ
も
ろ
の
作
業
に
携
わ
っ
て
こ
れ

も
ま
た
、
ま
る
３
年
が
経
ち
ま
し
た
。
み

な
さ
ん
お
元
気
で
す
か
。
私
は
あ
ま
り

元
気
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。�

　
そ
れ
は
と
も
あ
れ
こ
う
し
た
お
仕
事

を
ち
ょ
う
だ
い
し
て
以
来
、
日
々
の
教
育

を
実
践
す
る
だ
け
で
な
く
、
教
育
の
論

じ
ら
れ
方
、
教
育
の
語
ら
れ
方
も
、
以

前
よ
り
意
識
的
に
ウ
ォ
ッ
チ
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
と
て
も

不
思
議
だ
な
あ
と
思
う
こ
と
が
浮
か
び

上
が
っ
て
き
た
の
で
す
ね
。
ま
ず
は
そ
の

話
か
ら
し
ま
し
ょ
う
。�

　
原
子
炉
を
設
計
し
た
り
核
燃
料
の
再

処
理
の
工
程
を
決
め
る
の
に
、
原
子
力
工

学
の
専
門
家
が
関
与
し
な
い
、
と
い
う
こ

と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
核
反
応
や
放

射
線
な
ど
に
つ
い
て
の
専
門
的
知
識
の
な

い
人
だ
け
で
、「
バ
ケ
ツ
を
使
っ
た
ら
い
い
ん

で
は
」
と
か
「
熔
解
塔
よ
り
沈
殿
槽
を

使
っ
た
方
が
効
率
的
で
は
」
と
か
議
論
し

て
事
を
進
め
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
す

よ
ね
（
あ
れ
？
）。
原
子
力
発
電
は
た
い

へ
ん
複
雑
な
プ
ロ
セ
ス
な
の
で
、
そ
れ
を
う

ま
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
く
に
は
、
個
人

的
な
経
験
や
カ
ン
、
希
望
的
観
測
や
願

望
で
は
た
い
へ
ん
危
険
で
す
。
科
学
的
知

識
の
蓄
積
と
科
学
的
方
法
の
適
用
が
ぜ
っ

た
い
に
必
要
で
す
。�

　
教
育
や
大
学
も
原
子
力
発
電
と
同
じ

よ
う
な
複
雑
な
シ
ス
テ
ム
だ
と
私
は
思
う

わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
だ
け
専
門

分
化
が
進
ん
だ
世
の
中
で
、
こ
と
教
育
に

つ
い
て
だ
け
は
、
誰
も
が
自
分
は
そ
れ
に

つ
い
て
語
る
資
格
と
能
力
が
あ
る
と
思
っ

て
し
ま
う
ら
し
い
の
で
す
。
そ
れ
ば
か
り

か
、「
さ
て
、
教
育
を
ど
う
し
て
い
き
ま

し
ょ
う
か
」
と
議
論
す
る
と
き
、
誰
も

が
あ
ま
り
に
も
易
々
と
、
デ
ー
タ
に
基
づ

い
て
仮
説
を
た
て
そ
れ
を
検
証
し
て
方
針

を
立
て
る
と
い
う
科
学
的
方
法
を
放
棄

し
て
、「
私
の
子
ど
も
時
代
は
塾
は
な
か

っ
た
」
と
か
「
大
講
座
制
が
諸
悪
の
根
源

だ
」
と
か
（「
小
講
座
制
」
で
は
あ
り
ま

せ
ん
よ
、
念
の
た
め
）、「
私
が
こ
ん
な
風

に
授
業
す
る
と
、
学
生
の
目
が
輝
く
」

と
か
、
個
人
的
体
験
と
思
い
を
あ
っ
け
ら

か
ん
と
語
る
「
実
感
主
義
的
態
度
」
に

堕
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
こ
れ
っ
て
、「
ま
、

こ
の
く
ら
い
鉄
筋
抜
い
て
も
大
丈
夫
だ
べ
」

と
言
う
の
と
ど
こ
が
違
う
の
で
し
ょ
う
か
？

私
に
は
分
か
り
ま
せ
ん
。�

　
で
も
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
こ
の
国
で

は
こ
ん
な
仕
方
で
一
国
の
教
育
政
策
が
決

ま
っ
て
い
く
の
で
す
。
す
ご
い
国
で
す
。
先

進
国
と
は
と
て
も
思
え
ま
せ
ん
。
も
と
ス

ポ
ー
ツ
選
手
、
劇
団
の
親
分
、
居
酒
屋

の
社
長
な
ど
を
含
む
け
れ
ど
、
教
育
を

科
学
的
に
研
究
し
た
人
、
日
本
の
教
育

を
諸
外
国
の
教
育
と
比
較
し
て
デ
ー
タ
を

蓄
積
し
て
き
た
人
、
日
本
の
教
育
を
社

会
的
・
歴
史
的
文
脈
に
お
い
て
研
究
し

て
き
た
人
は
一
人
も
入
っ
て
い
な
い
錚
々
た

る
メ
ン
バ
ー
で
「
21
世
紀
の
日
本
に
ふ
さ

わ
し
い
教
育
体
制
を
構
築
し
、
教
育
の

再
生
を
図
っ
て
い
く
た
め
、
教
育
の
基
本

に
さ
か
の
ぼ
っ
た
改
革
を
推
進
す
る
」
た

め
に
置
か
れ
た
、
ナ
ン
ト
カ
会
議
と
い
う

も
の
が
あ
る
ら
し
い
で
す
。
恐
ろ
し
い
こ

と
に
、
こ
の
会
議
で
の
素
人
談
義
や
思
い

つ
き
が
こ
の
国
の
今
後
の
教
育
政
策
に
大

き
な
影
響
を
も
つ
み
た
い
で
す
。
私
だ
け

で
な
く
、
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所

の
本
田
由
紀
さ
ん
（『「
ニ
ー
ト
」
っ
て
言

う
な
！
』
の
著
者
と
し
て
有
名
で
す
。

ち
な
み
に
本
田
さ
ん
が
ニ
ー
ト
な
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
）も
2
0
0
7
年
１
月
２９
日

付
け
の
朝
日
新
聞
オ
ピ
ニ
オ
ン
面
で
、「
教

育
再
生
会
議
を
批
判
す
る
」（
あ
、
書
い

ち
ゃ
っ
た
）
と
い
う
記
事
を
寄
せ
て
、
そ

の
素
人
談
義
ぶ
り
を
批
判
し
て
い
ま
す
。�

　
し
か
し
、
お
上
の
や
る
こ
と
を
嘆
い
て

い
る
ば
か
り
で
は
い
け
ま
せ
ん
。
ひ
る
が

え
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
足
元
で
は
ど
う
で

し
ょ
う
か
？
　
教
育
に
つ
い
て
の
議
論
は

科
学
的
に
な
さ
れ
て
い
ま
す
か
？
　
わ
れ

わ
れ
の
教
育
活
動
が
ど
う
な
の
か
と
い
う

デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
て�

　� 　
3
月
１０
日(

土)

、
名
古
屋
大
学
で
、「
大

学
教
育
改
革
フ
ォ
ー
ラ
ム
in
東
海
2
0
0
7
」

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
東
海
地
域

の
大
学
の
教
員
・
職
員
が
、
大
学
教
育
を
改

善
す
る
た
め
に
何
を
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、

大
学
の
枠
を
越
え
て
率
直
に
語
り
合
お
う
と

い
う
集
ま
り
で
す
。
こ
の
よ
う
な
会
は
東
海

地
域
で
は
ま
だ
き
わ
め
て
不
十
分
で
す
。
取

り
組
み
の
進
ん
で
い
る
関
西
に
出
か
け
な
く

て
も
、
身
近
な
場
所
で
身
近
な
人
た
ち
と
一

緒
に
大
学
改
革
の
た
め
の
議
論
や
実
践
を
し

よ
う
と
い
う
の
が
趣
旨
で
す
。
昨
年
に
続
き

今
年
は
第
2
回
で
す
が
、
昨
年
を
上
回
る

1
4
0
名
が
参
加
し
ま
し
た
。
東
海
地
域

の
各
大
学
の
教
職
員
は
も
ち
ろ
ん
、
福
島
、

東
京
、
京
都
、
岡
山
な
ど
遠
隔
地
か
ら
の
参

加
者
も
多
く
、
充
実
し
た
討
論
が
終
日
行
わ

れ
ま
し
た
。�

　
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
、
黒
木
登
志
夫
・
岐
阜

大
学
学
長
の
基
調
講
演
「
学
長
の
本
音
が
語

る
ミ
ド
ル
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
へ
の
期
待
」
に
続
い

て
、
午
前
と
午
後
の
2
回
、
分
科
会
に
分

か
れ
て
報
告
と
討
論
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
テ

ー
マ
は
、「
高
大
連
携
・
初
年
次
教
育
」「
大

学
職
員
の
専
門
性
と
研
修
」「
今
求
め
ら
れ

る
キ
ャ
リ
ア
支
援
と
は
」「
Ｆ
Ｄ
が
形
成
す
べ

き
能
力
と
は
」
で
し
た
。
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
「
今
、
学
生
は
、
大
学
は
」
で
は
、

学
生
が
多
様
化
し
て
い
る
中
で
、
学
生
を
成

長
さ
せ
る
た
め
に
、
い
ま
大
学
と
し
て
、
教

員
・
職
員
と
し
て
何
が
必
要
な
の
か
を
、
3

人
の
パ
ネ
リ
ス
ト
の
報
告
と
フ
ロ
ア
と
の
議

論
を
通
じ
て
検
討
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
今

年
の
新
た
な
企
画
と
し
て
、
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ

シ
ョ
ン
が
設
け
ら
れ
、
大
学
職
員
の
育
成
、

学
生
に
よ
る
授
業
評
価
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
な

ど
、
約
２０
の
発
表
が
行
わ
れ
ま
し
た
。�

　
こ
の
取
り
組
み
を
継
続
し
さ
ら
に
発
展
さ

せ
る
こ
と
を
確
認
し
て
、
盛
会
の
う
ち
に
会

を
終
了
し
ま
し
た
。�

（
夏
目 

達
也
）�

大
学
教
育
改
革
フ
ォ
ー
ラ
ム
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東
海
2
0
0
7
開
催�

ポスターセッションの様子�

（
裏
へ
続
き
ま
す
←
）�
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読んでおきたい�
この1冊�
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『スタディスキルズ』�

高等教育研究センタースタッフ（２００７年４月現在）�

丸善　　2005年�

伊藤俊洋監訳�

　研究生活のエッセンスをわかりやすく示してくれる

書籍をあまり見たことがない。そもそも大学院という

のは、すでに基本的な研究方法を理解している人が来

るところだったはず。しかし、今やその前提が通用し

ないと感じているのは私だけではあるまい。�

　本書は英国がん研究所のスタッフが、理系の大学院

生が研究生活を進めていく上でのヒントを提供しよう

として制作したものである。水準的には、大学院に入

ったものの、研究生活上の基礎知識はまだほとんどわ

かっていないという院生にぴったりだ。お薦めの第一

の理由は、本書が特定の学問分野・ディシプリンに依

存していないということである。時間の管理、ストレ

ス対策、対人関係、情報検索、批判的な読み方、発表

の方法、論文とは何か、学位論文の書き方など、研究

生活をスタートする上での基本事項が網羅されている。

第二に、単なるノウハウだけでなく、その本質的な意

味もちゃんとつかんでいる。たとえば、「指導教員の

仕事とは、院生の研究内容に対して、適切な時期に、

的を射た批判と助言をすることである」など。第三に、

研究指導の経験が浅い若手教員にとっても参考になる。

私自身、4月から大学院で新入生向け授業を担当する

ことになったので、さっそく活用してみたい。�

（近田政博）�
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＜平成１９年度　海外客員＞�

マリアンヌ・メルクト（ハンブルグ大学、ドイツ）�

ジョージ・ウォートン（カーネギー教育財団、アメリカ）�

＜平成１９年度　国内客員＞�

川嶋太津夫　　　　　（神戸大学）�

吉良直　　　　　　　（日本教育大学院）�

本間政雄　　　　　　（大学評価・学位授与機構）�

Curriculum Glossary

キャップ制�
（履修科目登録の上限設定）�

カリキュラムにまつわる用語集�

　近年、1年間あるいは1学期間に履修登録できる単位の上限

を設けている大学が増加しています。この取り組みはキャップ

制と言われています。文部科学省のデータによると、平成16年

度に国公私立429大学がキャップ制を採用しています。これは

全大学の約62パーセントにあたります。�

　多くの大学でキャップ制が採用されている理由はどこにある

のでしょうか。文部科学省が毎年キャップ制の調査をしている

ことも理由の一つだと思われますが、それだけではありません。

低学年次に学生が多くの授業を履修するため、学習が中途半端

になっていると考えられているからです。学生は、できるだけ

早期に単位を揃えたいと考えるようです。学生は高校までのす

き間のない時間割に慣れています。また、卒業論文や就職活動

のことを考えると余裕をもって高学年次に進みたいと考えてい

るようです。このような学生の単位の早取り傾向を抑制し、個々

の授業における学習を充実させるためにキャップ制が活用され

ています。�

　名古屋大学においても全学教育科目の早取り傾向が度々指摘

されています。必ずしも今後キャップ制を全面的に導入する必

要はありませんが、もし導入しようと考える場合には、次の２

点に気をつけるべきでしょう。�

　第一に、キャップ制の導入が学生の学習を充実させるものに

ならなければなりません。単位の早取りの抑制は手段であって

目的ではありません。キャップ制によって学生に生まれた時間が、

学習活動ではないもののみに向けられていたらキャップ制の意

味はありません。キャップ制の導入と同時に、個々の授業の授

業時間外を含めた学習活動を充実させることが求められます。�

　第二に、キャップ制の導入が学生の多様な学習機会を奪わな

いかどうかを確認する必要があります。インターンシップ、教

職課程、海外留学などを希望する学生にとって不利益となるよ

うな制度となってはいけません。また、学習意欲の高い学生に

も配慮する必要があります。その対策として、キャップ制を

GPA制度と連動させ、成績の優れた学生には制限を超えて履修

することを認めている大学もあります。　　　　　　（中井俊樹）�

 

目
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は
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、
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に
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歯
を
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価
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価
を�

�
い
る
で
し
ょ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
も
、
科
学

的
精
神
の
守
り
手
と
し
て
、
教
育
に
つ
い

て
の
科
学
的
議
論
を
尊
重
す
る
エ
ー
ト
ス

の
形
成
に
努
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。�

　
そ
こ
で
、
提
案
。
「
評
価
評
価
で
、

も
う
い
や
に
な
っ
ち
ゃ
う
」、「
法
人
化
以

降
、
ど
う
も
大
学
が
ギ
ス
ギ
ス
し
て
い
け

ね
え
や
」、
あ
る
い
は
「
現
場
を
無
視
し

て
定
員
削
減
ば
っ
か
り
押
し
つ
け
る
ん
じ

ゃ
な
い
や
い
」
と
お
嘆
き
の
お
に
い
さ
ん
、

お
ね
い
さ
ん
。
科
学
的
に
議
論
す
る
、

と
い
う
大
学
の
得
意
技
を
活
か
し
て
、

こ
こ
ら
で
い
っ
ぱ
つ
反
撃
に
出
よ
う
じ
ゃ
あ

り
ま
せ
ん
か
。
大
学
は
、
も
う
や
た
ら

と
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。
評
価
さ
れ
ま

く
り
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
世
で
は
評

価
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
た
だ
一つ
あ
る
じ

ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
れ
は
、
大
学
を
評
価

す
る
側
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
り
、
大
学

法
人
化
や
評
価
制
度
な
ど
な
ど
の
導
入

を
決
め
た
政
策
そ
の
も
の
で
す
。
全
国

の
大
学
人
の
知
恵
を
集
め
て
、
こ
こ
10

年
の
日
本
の
高
等
教
育
政
策
は
ど
う
だ

っ
た
の
か
、
遠
山
プ
ラ
ン
を
ど
う
歴
史
的

に
評
価
す
る
の
か
、
法
人
化
の
功
罪
は

何
か
、
法
人
評
価
制
度
・
認
証
評
価

制
度
の
制
度
設
計
は
妥
当
だ
っ
た
の
か
、

G
P
や
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
は
大
学
教
育
の

向
上
に
役
立
っ
た
か
、
C
O
E
は
成
功

し
た
の
か
、
そ
し
て
（
一
番
大
切
な
こ
と

は
）
こ
れ
ら
の
責
任
は
誰
が
負
う
べ
き
な

の
か
、
そ
れ
は
ど
の
程
度
な
の
か
…
。
こ

う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
徹
底
的
に
調
査

し
科
学
的
に
検
証
し
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。

つ
ま
り
、「
わ
れ
わ
れ
を
評
価
す
る
な
ら

ど
う
ぞ
、
思
う
存
分
に
評
価
す
れ
ば
い

い
で
し
ょ
う
。
そ
の
代
わ
り
、
わ
れ
わ
れ

も
あ
な
た
た
ち
を
徹
底
的
に
評
価
し
ま

す
よ
、
あ
な
た
た
ち
の
政
策
決
定
の
功

罪
を
総
括
し
て
語
り
継
ぎ
ま
す
よ
」
と

宣
言
す
る
の
で
す
。
結
構
い
い
緊
張
関

係
が
生
ま
れ
る
と
思
う
ん
で
す
け
ど
ね
え
。

ど
う
で
す
か
、
本
学
の
執
行
部
の
皆
さ

ん
、
全
国
の
大
学
の
執
行
部
の
皆
さ
ん
、

教
育
学
者
の
皆
さ
ん
、
全
国
の
教
育
に

関
心
あ
る
科
学
的
マ
イ
ン
ド
の
持
ち
主
の

皆
さ
ん
、
や
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。
と
く
に
、

も
う
そ
ろ
そ
ろ
大
学
を
去
る
全
共
闘
世

代
の
皆
さ
ん
。「
ソ
ー
カ
ツ
」
は
あ
な
た

た
ち
の
得
意
技
だ
っ
た
は
ず
で
す
。�

（
戸
田
山
和
久
）�

　このハンドブックは、大学のカリキュラム開発がスムース
に展開されるよう、主要な論点を整理し、具体的な検討の視
点や方法を提供するものです。本学の各部局でカリキュラム
の改訂に従事している方々のために制作しました。協働作業
を必要とするカリキュラム開発のプロジェクトにぜひお役立
てください。　　　　　　　　　　　　　　　　（鳥居朋子）�

『名古屋大学新入生のためのスタディティップス2007』、『名古屋高等教育研究第7号』も本年3月末に
刊行されました。各種冊子ご入り用の方はセンターまでご一報ください。なお、ほとんどの刊行物はセン
ターのＷＥＢサイトからもご覧いただけます。�

『ティップス先生のカリキュラムデザイン』を�
　　　　　　　　　  どうぞご活用ください！�

新 刊�新 刊�
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←
表
か
ら
続
き
ま
す
）�


