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大
学
教
員
志
望
の
大
学
院
生
に
と

っ
て
教
育
能
力
の
習
得
は
必
要
か
否

か
。
み
な
さ
ん
は
ど
の
よ
う
に
お
考

え
で
し
ょ
う
か
。�

　
大
学
教
員
と
し
て
就
職
す
る
際
に

は
研
究
の
能
力
や
業
績
が
評
価
さ
れ

る
こ
と
か
ら
、
教
育
能
力
は
重
要
で

は
な
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

も
し
大
学
教
員
の
職
務
が
研
究
や
そ

の
関
連
の
活
動
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
、

教
育
能
力
の
獲
得
は
不
要
で
し
ょ
う
。

し
か
し
実
際
に
は
、
研
究
に
専
念
で

き
る
教
員
は
少
な
く
、
大
多
数
は
授

業
や
学
生
支
援
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
や

学
内
運
営
業
務
を
担
い
ま
す
。
た
と

え
若
い
う
ち
は
免
除
さ
れ
て
も
、
い

ず
れ
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

大
学
教
員
で
あ
る
以
上
、
教
育
や
運

営
や
サ
ー
ビ
ス
は
不
可
避
な
の
で
す
。�

　
教
育
能
力
を
獲
得
す
る
の
は
就
職

後
で
十
分
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
こ

と
で
し
ょ
う
。
か
つ
て
の
大
学
教
員

は
、
就
職
後
１０
年
く
ら
い
を
か
け
て

ゆ
っ
く
り
教
育
能
力
を
形
成
し
て
い

ま
し
た
。
そ
れ
が
可
能
で
し
た
し
当

然
視
さ
れ
て
も
き
ま
し
た
。
た
だ
、

１８
歳
人
口
の
半
数
以
上
が
大
学
・
短

大
に
進
学
す
る
現
在
、
学
生
の
知
識

や
学
習
意
欲
は
多
様
に
な
っ
て
お
り
、

教
員
の
側
に
も
そ
れ
に
対
応
し
た
指

導
力
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
。
就
職
す
る
な
り
、
教
育
の

即
戦
力
と
し
て
の
活
躍
が
期
待
さ
れ

る
状
況
が
あ
り
ま
す
。
近
年
、
教
員

採
用
の
面
接
時
に
模
擬
授
業
を
求
め

る
大
学
が
増
え
て
い
ま
す
が
、
こ
の

よ
う
な
事
情
と
無
関
係
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。�

　
と
す
れ
ば
、
将
来
の
職
業
と
し
て

大
学
教
員
を
予
定
し
て
い
る
人
は
、

就
職
後
に
教
員
と
し
て
従
事
す
る
仕

事
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
前
も
っ

て
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

と
く
に
中
核
と
な
る
教
育
に
関
す
る

仕
事
に
つ
い
て
、
正
確
な
知
識
と
遂

行
能
力
を
得
て
お
く
こ
と
が
重
要
で

す
。�

　
そ
も
そ
も
社
会
の
一
部
に
は
、
大

学
教
員
は
自
由
に
な
る
時
間
が
多
く

気
楽
な
職
で
あ
る
か
の
よ
う
な
誤
解

を
い
ま
だ
に
も
っ
て
い
る
人
が
い
ま

す
。
誤
解
を
招
く
よ
う
な
こ
と
を
書

い
て
い
る
大
学
教
員
も
い
ま
す
。
そ

の
よ
う
な
誤
解
の
数
々
を
払
拭
す
る

こ
と
は
、
本
人
の
た
め
に
も
雇
用
す

る
大
学
に
と
っ
て
も
必
要
な
こ
と
で

す
。�

　
こ
の
よ
う
な
事
情
を
ふ
ま
え
て
、

今
春
、
高
等
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
で

は
『
大
学
教
員
準
備
講�

座
』
と
題
す
る
書
籍
を

玉
川
大
学
出
版
部
か
ら

公
刊
し
ま
し
た
。
大
学

教
員
と
し
て
求
め
ら
れ

る
職
務
を
一
通
り
理
解

し
て
も
ら
お
う
と
い
う

趣
旨
に
沿
っ
て
、
授
業

や
学
生
支
援
の
進
め
方

を
中
心
に
、
研
究
活
動
、

学
内
業
務
、
社
会
サ
ー

ビ
ス
な
ど
多
岐
に
わ
た

る
内
容
を
取
り
上
げ
て

い
ま
す
。�

　
こ
の
書
籍
は
、
本
セ

ン
タ
ー
が
2
0
0
5
年

か
ら
開
催
し
て
き
た
「
大
学
教
員
準

備
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
教
材
を
も
と
に

書
き
あ
げ
た
も
の
で
す
。
じ
つ
は
名

古
屋
大
学
は
、
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
グ

ラ
ム
開
催
の
日
本
の
先
駆
け
的
存
在

と
し
て
注
目
を
集
め
て
き
ま
し
た
。�

　
さ
ら
に
新
年
度
か
ら
は
、
教
育
発

達
科
学
研
究
科
の
正
規
授
業
の
一
つ

と
し
て
開
講
す
る
運
び
に
な
り
ま
し

た
。
今
年
8
月
の
集
中
講
義
に
は
、

研
究
科
を
問
わ
ず
多
く
の
大
学
院
生

に
受
講
し
て
欲
し
い
と
願
っ
て
い
ま

す
。
大
学
教
員
志
望
の
大
学
院
生
に

適
切
な
知
識
と
ス
キ
ル
向
上
の
機
会

を
提
供
で
き
る
よ
う
、
教
職
員
の
皆

さ
ん
の
お
力
添
え
を
い
た
だ
き
な
が

ら
進
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
　
　
　
　
　
　
　
　（
夏
目
達
也
）�
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教員メンター制度�
Faculty Mentor Program

　日本の大学ではあまり見られないファカルティ・ディベロップメ

ントの形態として、教員メンター制度があります。大学において豊

かな職務経験をもつ教員が新任教員のメンターとなり、新任教員が

大学教員として成長していくことを支援する制度です。赴任間もな

い新任教員にとって、メンター教員との交流は、個別大学の文化を

知り、そのコミュニティの成員となるための貴重な経験だと考えら

れています。�

　メンター制度は、新任教員にメンター教員を紹介して「後は２人

でよろしく」というものではありません。教員メンター制度が有効

なものとなるよう、多くの大学が活動のガイドラインを定めています。

たとえば、初回のミーティングでは、メンター教員と新任教員の間

で活動の進め方について合意書を作成することが求められます。メ

ンター活動の目的、ミーティングの場所と頻度、相互の授業見学を

するかどうか、活動の過程で得られた個人情報の取り扱い、活動の

報告の方法などを相互で確認しながら決めていくのです。�

　ミーティングにおいて、メンター教員は、自大学の特徴、学生の

特徴、参加できる研修機会、参考となる書籍などについて話すこと

が奨励されています。状況に応じて新任教員に紹介できるよう、図

書館、学生サービス部門、教育支援部門、研究支援部門といった学

内のさまざまな組織について理解しておくことも必要です。早い段

階に2人でキャンパスツアーを実施するという方法もあります。一方、

メンター教員が自身の教育観や研究観を新任教員に押しつけることは、

プライベートに立ち入ることと同様に、避けるべきであるとされて

います。�

　教員メンター制度は、新任教員のみでなくメンター教員にとって

も意味があります。メンター教員は新任教員と意見交換することに

意義を感じていること、また自らの教育研究を振り返り今後のキャ

リアを考えるきっかけとなることが調査で明らかになっています。�

（中井俊樹）�

名古屋大学高等教育研究センター�

Higher Education Glossary
高等教育にまつわる用語集�

　
学
び
の
基
本
は
独
学
と
い
う
形
に

あ
る
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
私
は

大
学
と
い
う
教
育
機
関
で
教
職
に
就

き
、
高
等
教
育
の
組
織
的
な
改
善
を

め
ざ
す
場
に
身
を
置
い
て
い
ま
す
が
、

あ
え
て
こ
の
こ
と
に
目
を
向
け
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。�

　
何
か
を
学
ぶ
た
め
の
形
に
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
大
学

を
は
じ
め
公
式
の
組
織
に
所
属
し
て

授
業
を
受
け
る
以
外
に
も
、
仲
間
で

勉
強
会
を
開
い
た
り
、
一
人
で
本
を

読
ん
だ
り
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で

す
。
集
団
の
中
で
学
ぶ
よ
り
、
自
分

の
ペ
ー
ス
で
学
習
を
進
め
る
方
が
性

に
合
っ
て
い
る
と
い
う
人
も
い
る
は

ず
で
す
（
実
は
私
も
そ
の
一
人
で�

す
）。�

　
と
こ
ろ
で
一
般
に
独
学
と
い
う
と
、

組
織
的
な
教
育
の
シ
ス
テ
ム
か
ら
外

れ
た
も
の
を
指
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

し
か
し
逆
に
、
独
学
と
い
う
基
本
形

態
の
上
に
、
大
学
な
ど
の
組
織
的
教

育
が
か
ぶ
さ
っ
て
い
る
と
い
う
見
方

も
で
き
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
と
い

う
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
学
ぶ
と

い
う
行
為
は
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
に
お

い
て
し
か
発
動
し
な
い
か
ら
で
す
。�

　
こ
の
行
為
は
、
何
か
を
学
び
た
い

と
い
う
強
い
欲
求
や
関
心
が
出
発
点

に
な
っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
大

学
で
の
教
育
も
本
来
は
同
様
な
の
で

す
が
、
小
中
学
校
か
ら
高
校
、
大
学
、

大
学
院
と
い
う
コ
ー
ス
の
上
を
走
っ

て
い
る
と
、
ど
う
し
て
も
、
そ
う
し

た
動
機
づ
け
が
見
え
に
く
く
な
っ
て

し
ま
う
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。�

　
独
学
を
す
る
者
は
、
学
ぶ
プ
ロ
セ

ス
全
体
を
自
己
管
理
す
る
術
を
自
然

と
身
に
つ
け
ま
す
。
大
学
院
へ
の
進

学
や
留
学
を
し
た
り
、
社
会
に
出
た

り
、
あ
る
い
は
研
究
者
と
な
っ
た
り

し
た
と
き
に
は
、
こ
の
こ
と
が
と
て

も
大
事
に
な
っ
て
き
ま
す
。�

　
彼
ら
の
大
き
な
強
み
は
、
失
敗
を

重
ね
な
が
ら
も
、
自
分
で
工
夫
し
な

が
ら
学
び
取
ろ
う
と
す
る
力
に
あ
る

と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
教
育

の
手
法
を
ど
の
よ
う
に
改
善
し
て
い

っ
て
も
、
最
後
に
ど
う
し
て
も
教
え

ら
れ
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
学
ぶ
者

が
ジ
ャ
ン
プ
し
て
自
ら
つ
か
み
取
る

し
か
な
い
も
の
が
残
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
か
ら
で
す
。�

　
と
く
に
研
究
の
世
界
で
は
、
誰
も

教
え
て
く
れ
な
い
、
こ
れ
ま
で
一
人

も
考
え
た
こ
と
の
な
い
未
知
の
領
域

に
入
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
そ
の
時
、
自
分
で
つ
か
み
取
ろ

う
と
す
る
気
持
や
力
が
、
大
き
な
意

味
を
持
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。�

　
こ
う
し
た
個
々
の
学
び
の
姿
勢
と

大
学
と
い
う
組
織
を
上
手
に
つ
な
げ

る
こ
と
が
で
き
た
ら
。
そ
ん
な
こ
と

を
考
え
て
い
ま
す
。
　（
木
俣
元
一
）�

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

『これから研究を書く人のためのガイドブック』�
佐渡島紗織・吉野亜矢子　著　　ひつじ書房（2008年）�

　学生に文章を書かせることに苦労している教員は少

なくない。書けない理由はいろいろあるだろう。私な

りに考えるに、最も大きな理由は、どういう文章が大

学における望ましい文章なのかを最初にきちんと学生

に教えていないことではないだろうか。�

　そういう教員の側も、アカデミックな文章の書き方

を体系的に学んだという人は少ないかもしれない。今

日の大学教員のしんどさは、自分がかつて学生だった

頃のような「学生は自分で学べ」という論理が通用し

なくなっているところにある。多くの教員は、大学院

生への論文指導に手一杯で、学部生のレポートや卒論

指導までは十分に手が回らない。でも、基本的なこと

を最初にきちんと教えていないと、卒論や修論の際に

「てにをは」の面倒までみなければならない羽目になる。

ああ、どうしたらいいんだろう。�

　この『これから研究を書く人のためのガイドブック』

という本、タイトルは少し不思議なのだが、低年次生

向けに日本語を書くトレーニングをさせるのに適切な

入門書である。早稲田大学アカデミック・ライティン

グ・プログラムの標準テキストとして作成されたとい

う。�

　今の時代、人様に読んでもらえる日本語を書ける若

者は、それだけで立派なものだ。正直言って、名大生

もこの点でかなり怪しい。学生が的確な日本語を書け

るように鍛えるシステムを早く構築しないと、個々の

教員がパンクしてしまうかも。　　　　（近田政博）�

「
独
学
」
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
　  

教
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
学
ぶ�


