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へ
の
皆
さ
ま
の
ご
意
見
・
ご
感
想
を
裏
面
の
Ｅ
メ
ー
ル�

ア
ド
レ
ス
ま
で
お
寄
せ
く
だ
さ
い�

　
大
学
は
知
識
の
宝
庫
な
の
か
。
こ

の
問
い
に
対
す
る
答
は
自
明
で
す
。

大
学
で
は
日
々
、
地
道
な
研
究
を
通

じ
て
、
新
た
な
知
識
を
創
造
し
て
い

ま
す
。
人
々
が
こ
れ
ま
で
に
知
り
得

え
な
か
っ
た
数
々
の
知
識
を
、
継
続

的
に
、
か
つ
大
量
に
創
造
す
る
と
い

う
点
で
、
大
学
は
他
に
は
な
い
機
能

を
担
っ
て
い
ま
す
。
単
に
知
識
を
創

造
す
る
だ
け
で
な
く
、
集
積
し
保
存

す
る
こ
と
、
そ
れ
を
多
く
の
人
々
が

活
用
で
き
る
よ
う
に
適
切
な
形
で
発

信
す
る
こ
と
（
教
育
や
社
会
貢
献
も

含
め
て
）
も
、
同
時
に
責
務
と
し
て

い
ま
す
。�

�

大
学
運
営
と
い
う
経
験�

　
知
識
を
創
造
す
る
活
動
と
い
え
ば

ま
ず
研
究
で
す
が
、
じ
つ
は
教
育
や

大
学
運
営
の
仕
事
も
該
当
し
ま
す
。

大
学
運
営
の
仕
事
か
ら
知
識
が
生
み

出
さ
れ
る
と
聞
く
と
、
違
和
感
を
覚

え
る
方
も
い
る
で
し
ょ
う
か
。
し
か

し
、
教
育
活
動
や
大
学
運
営
を
通
じ

て
生
み
出
さ
れ
る
知
識
の
価
値
は
、

今
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
ま
す
。�

　
と
い
う
の
も
、
変
化
の
激
し
い
社

会
に
あ
っ
て
は
大
学
も
そ
の
影
響
か

ら
自
由
で
は
あ
り
え
ず
、
多
く
の
問

題
に
日
々
直
面
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

変
化
の
只
中
で
す
か
ら
、
大
学
関
係

者
に
と
っ
て
経
験
の
乏
し
い
問
題
、

過
去
に
ま
っ
た
く
経
験
の
な
い
問
題

も
起
こ
り
ま
す
。
と
き
に
は
、
対
処

方
針
を
め
ぐ
っ
て
紛
糾
す
る
問
題
な

ど
も
あ
り
ま
す
。�

　
そ
の
よ
う
な
問
題
の
解
決
に
あ
た

っ
て
は
、
多
く
の
関
係
者
の
関
与
と

と
も
に
、
多
大
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
時

間
の
投
入
を
必
要
と
し
ま
す
。
長
時

間
議
論
を
し
て
も
結
論
を
出
せ
な
か

っ
た
り
、
う
ま
く
処
理
で
き
な
か
っ

た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
得
ま
す
。
当

事
者
に
と
っ
て
は
、
め
ん
ど
う
で
、

忘
れ
た
い
も
の
に
な
り
が
ち
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
だ
け
に
、
大
学
運

営
の
仕
事
か
ら
得
ら
れ
た
経
験
は
、

価
値
の
乏
し
い
も
の
、
あ
る
い
は
忌

避
す
べ
き
も
の
と
し
て
み
な
さ
れ
る

こ
と
も
し
ば
し
ば
で
し
ょ
う
。�

　
し
か
し
、
本
当
に
価
値
は
乏
し
い

の
で
し
ょ
う
か
。
議
論
し
た
り
結
論

を
実
行
に
移
し
た
り
す
る
過
程
が
い

か
に
苦
々
し
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、

い
や
そ
う
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ

の
経
験
に
は
豊
か
な
内
容
が
含
ま
れ

て
い
る
は
ず
で
す
。�

　
せ
っ
か
く
の
貴
重
な
経
験
を
価
値

の
な
い
も
の
、
普
遍
性
の
乏
し
い
も

の
と
し
て
放
棄
す
る
と
す
れ
ば
、
実

に
も
っ
た
い
な
い
こ
と
で
す
。
自
大

学
で
行
わ
れ
た
議
論
の
経
過
や
結
果

な
ど
の
経
験
を
記
し
た
資
料
は
、
私

た
ち
自
身
が
、
ま
た
後
に
続
く
人
々

が
過
去
の
議
論
や
方
針
を
検
証
す
る

こ
と
を
可
能
に
し
ま
す
。
そ
し
て
、

同
じ
よ
う
な
問
題
に
直
面
し
自
ら
の

活
動
の
進
む
べ
き
道
を
検
討
す
る
人
々

に
と
っ
て
、
貴
重
な
よ
り
ど
こ
ろ
と

な
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
す
。�

�

い
か
に
残
す
か�

　
で
は
、
何
を
ど
の
よ
う
に
残
し
た

ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。�

　
議
論
の
公
式
、
非
公
式
は
問
わ
な

い
こ
と
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
活

動
を
行
う
際
に
議
論
の
経
過
を
記
録

し
て
残
す
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
事
務
局
に
お
い
て

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
人

数
が
減
る
一
方
の
事
務
局
で
担
え
る

の
は
、
公
式
会
議
の
記
録
が
せ
い
ぜ

い
で
し
ょ
う
。
大
学
で
日
々
行
わ
れ

て
い
る
多
岐
に
わ
た
る
議
論
を
カ
バ

ー
す
る
に
は
、
無
理
が
あ
り
ま
す
。

非
公
式
の
も
の
も
含
め
て
、
よ
り
多

く
の
記
録
資
料
が
対
象
に
な
る
べ
き

と
考
え
ら
れ
ま
す
。�

　
し
か
し
、
全
学
で
産
出
さ
れ
る
資

料
の
量
は
膨
大
で
す
か
ら
、
残
す
べ

き
文
書
の
選
定
も
重
要
で
す
。
ど
の

よ
う
な
資
料
が
ど
こ
で
作
ら
れ
て
い

る
の
か
を
知
り
、
関
係
者
の
協
力
を

得
て
そ
れ
を
収
集
す
る
こ
と
が
ま
ず

必
要
で
す
。
大
学
関
係
の
資
料
が
大

学
の
み
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
と
は
限

ら
な
い
の
で
す
。
さ
ら
に
重
要
な
の

は
、
何
を
残
す
か
で
す
。
ど
の
よ
う

な
資
料
が
後
々
役
に
立
つ
の
か
、
こ

の
判
断
に
は
、
高
度
な
専
門
性
が
伴

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

教
育
、
研
究
を
は
じ
め
、
大
学
の
多

様
な
活
動
や
事
情
に
通
じ
た
人
が
、

長
期
的
な
観
点
を
持
っ
て
選
定
す
べ

き
こ
と
な
の
で
す
。�

　
さ
ら
に
、
収
集
資
料
を
適
切
な
環

境
で
保
存
し
、
公
開
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
こ
の
仕
事
は
地
味
で
す

が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
、
経

験
を
共
有
知
に
変
換
す
る
土
台
が
で

き
あ
が
る
の
で
す
。
適
切
な
時
期
に
、

適
切
な
テ
ー
マ
で
調
査
や
検
証
が
な

さ
れ
る
の
を
待
つ
ば
か
り
で
す
。�

　
ち
な
み
に
、
名
古
屋
大
学
で
現
在

こ
の
任
に
当
た
っ
て
い
る
の
は
文
書

資
料
室
で
す
。
大
学
文
書
や
記
録
史

料
を
収
集
し
、
保
存
管
理
す
る
ほ
か
、

こ
れ
ら
に
関
す
る
調
査
研
究
も
行
っ

て
い
ま
す
。「
ち
ょ
こ
っ
と
名
大
史
」

な
ど
の
出
版
物
作
成
は
、
調
査
研
究

に
基
づ
い
た
事
業
で
す
。�

　
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
当
時
に
は
残
せ

な
か
っ
た
「
真
実
」
も
あ
る
で
し
ょ

う
。
私
た
ち
高
等
教
育
研
究
者
は
そ

の
よ
う
な
事
実
を
後
か
ら
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
に
よ
っ
て
掘
り
起
こ
す
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
際
に
も
、
議
事
録

や
報
告
書
な
ど
の
一
次
資
料
は
と
て

も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
ま
す
。�

　
今
後
ま
す
ま
す
複
雑
化
す
る
大
学

運
営
の
あ
り
方
を
考
え
る
際
に
、
過

去
の
経
験
を
検
証
し
つ
つ
学
ぶ
こ
と
、

そ
の
た
め
の
文
書
資
料
を
保
存
す
る

こ
と
は
、
大
学
に
は
不
可
欠
で
す
。

ま
た
、
大
学
史
を
編
纂
し
公
表
す
る

こ
と
を
社
会
か
ら
要
請
さ
れ
る
名
古

屋
大
学
の
よ
う
な
機
関
で
は
、
関
連

資
料
は
当
該
大
学
だ
け
で
な
く
社
会

の
各
方
面
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
で

す
。
大
学
の
社
会
的
責
任
の
ひ
と
つ

と
し
て
、
大
学
運
営
の
資
料
を
保
存

す
る
こ
と
に
対
し
て
一
層
の
注
目
と

理
解
が
集
ま
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
夏
目
達
也
）�

�

大学院生のためのスキルアップセミナー�

大
学
運
営
の
知�

  

経
験
を
共
有
知
に
変
換
す
る
た
め
に
大
切
に
し
た
い
こ
と�

「研究評価の現状�
― 研究者として知っておくべきこと、
研究者コミュニティとして考えていく
べきこと ―」�
�
日時：11月14日 [月 ]　15:00―17:00 �
場所：ES総合館034講義室�
講師：林隆之（大学評価・学位授与機構）�

�
「研究公正入門�
― 研究不正に巻き込まれないために ―」�
�
日時：11月25日 [金 ]　15:30―17:30 �
場所：ES総合館034講義室�
講師：大須賀壮（理化学研究所）�

�
「人の力を引き出す技法�
 ― 研究者のためのコーチング入門 ―」�
�
日時：12月6日 [火 ] 　16:30―18:30 �
場所：理学南館１階セミナー室�
講師：中井俊樹�
　　　（名古屋大学高等教育研究センター）�

　10 月 11 日 [ 火 ] に理学南館にて「ク

リティカルシンキングの技法―科学技術

論の事例を通して学ぶ―」を開催しまし

た（講師は京都大学の伊勢田哲治氏）。ふ

たつの対立する意見文を読んでのディス

カッションを通じて、反証のしかたやク

リティカルシンキングのメタ認知などを

経験してもらいました。受講生からは、

もうすこし時間をかけて取り組みたいと

いう感想が多く寄せられました。�主催：高等教育研究センター＋GCOE「宇宙基礎原理の探求」�
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ラーニング・コモンズの活用�
Activate Learning Commons

　「コモンズ」とは共有地や入会（いりあい）を指す言葉です。そこから派生して、

「ラーニング・コモンズ」とは「学習のための共有空間」（以下、LC）を意味します。

名古屋大学でもLCが中央図書館の玄関を入ったところに2年前に開設されました。

日本の大学にも主として図書館内にこのようなスペースを設ける例が増えてきてい

ます。�

　LC はこれまでの図書館の概念を大きく変えつつあります。その最大の特徴は、

文字どおり協同学習を促進する環境をつくりだしたことです。従来の図書館は静粛

を保つべき空間でしたが、LCでは日常会話レベルの話し声は差し支えありません。

また、名古屋大学の場合には密閉できるドリンクならば持ち込むことを認められて

います（他のスペースでは不可）。長時間の活動に耐えうるように利用することが

想定されているからです。�

　このことは、図書館が「本を借りる」「読む」という個人単位の機能に加えて、「仲

間と一緒に調べる」「思案をめぐらす」「相談する」「協力して書く」という総合的・

協同的な知的生産活動の拠点へと変貌しつつあることを物語っています。その効用

は、所属する研究室の決まっていない学部学生にとってより大きいと考えられます。�

　一方、電子ジャーナルやデータベースが発達したことにより、教員や大学院生は

それぞれの研究室で必要な情報を検索・入手することができるようになりました。

図書館から足が遠のいているのは、むしろ教員の方かもしれません。�

　学生が LCを最大限に活用するためには、教員側にもいろいろな工夫が必要だと

思われます。たとえば、グループで課題に取り組むような授業を設計し、成績評価

にもグループ活動での貢献度を考慮してはどうでしょうか。授業の前半は LC内の

セミナールームを使ってのレクチャー、後半はオープンスペースでグループワーク

という方法も考えられます。図書館のリソースを十分に活用せざるをえないような

課題を学生に与えれば、LCの効果をいっそう高めることができそうです。　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（近田政博）�

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�

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

『変貌する世界の大学教授職』�
有本　章　編著　　玉川大学出版部　2011年�

　今回紹介する本は、アンケート調査に基づいて世界

の大学教員の現状を把握し、日本の大学教員の特徴と

課題を明らかにしようとしたものです。教育、研究、

管理運営、国際化、労働条件、キャリアなどのさまざ

まな側面の実態が明らかにされています。18ヵ国2

万人以上の大学教員を対象としたこのような大規模な

国際比較調査は少なく、貴重な資料と言えます。�

　大学の構成員であれば、調査結果から何らかの刺

激を得られることでしょう。時間の使い方に関心の

ある人は、日本の大学教員の学期中の勤務時間が参

加国中2位の長さであることがわかります。教育と

研究の関係に関心のある人は、日本の教員が諸外国

と比較して研究志向であり、教育と研究の両立を難

しいと考える傾向が18ヵ国中で最も強いことがわか

ります。国際化に関心のある人は、日本の大学教員

が外国の研究者との共同研究をあまり実施していな

い現状がわかります。大学教員の結婚に関心のある

人は、日本の女性教員の中で配偶者をもつ比率が18

ヵ国の中で最下位であり、一方日本の男性教員の配

偶者の多くがフルタイムで働いていないことがわか

ります。大学教員のやりがいに関心のある人は、日

本の大学教員が諸外国と比較して心理的緊張をより

多く抱えているにも関わらず、約7割が現在の仕事

に満足していることがわかります。�

　人件費の削減、職の不安定化、競争の激化などに

よって、現在の大学教員は厳しい局面に立たされて

います。今後の大学教員職の展望を考えるためにも、

国際比較を通じて日本の大学教員の姿を客観的なデ

ータで知ることは重要だと思います。　　（中井俊樹）�

　
多
元
数
理
科
学
研
究
科
２
階
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
前
の
ス
ペ
ー
ス
で
も

う
１０
年
近
く
毎
日
昼
休
み
に
開
催

さ
れ
て
い
る
カ
フ
ェ
・
ダ
ヴ
ィ
ッ

ド
は
、
学
生
と
教
員
や
T
A
と
の

無
料
の
珈
琲
を
交
え
た
交
流
の
場

で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
等
を

通
じ
て
、
他
部
局
の
教
職
員
に
も

わ
り
に
よ
く
知
ら
れ
た
存
在
の
よ

う
だ
。�

　
カ
フ
ェ
・
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
の
発
端

は
オ
フ
ィ
ス
ア
ワ
ー
の
充
実
を
図

ろ
う
と
い
う
数
人
の
助
教
の
提
案

だ
っ
た
と
い
う
。
実
際
、
講
義
で

あ
ま
り
質
問
を
し
な
い
と
言
わ
れ

る
最
近
の
学
生
た
ち
に
対
し
て
、

質
問
し
や
す
い
環
境
を
提
供
す
る

こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
感
じ
る
。

と
い
う
の
も
、
筆
者
が
ま
だ
学
生

だ
っ
た
こ
ろ
、
講
義
の
中
で
は
な

か
な
か
聞
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
疑
問
を
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
雰

囲
気
の
中
で
T
A
や
若
手
教
員
に

ぶ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
だ
。

さ
ら
に
、
ほ
か
の
学
生
の
質
問
や
、

教
員
と
T
A
の
会
話
な
ど
、
豊
富

な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
な
か

か
ら
多
く
を
学
ん
だ
こ
と
を
懐
か

し
く
思
い
出
す
。
カ
フ
ェ
・
ダ
ヴ

ィ
ッ
ド
で
の
時
間
が
、
研
究
科
へ

の
愛
着
を
生
ん
だ
と
い
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
。�

　
今
回
、
研
究
科
を
修
了
し
て
か

ら
あ
ら
た
め
て
カ
フ
ェ
・
ダ
ヴ
ィ

ッ
ド
に
つ
い
て
お
話
を
伺
う
機
会

を
得
た
。
そ
し
て
、「
珈
琲
の
お
豆

は
私
た
ち
が
買
う
の
よ
」
と
言
っ

て
嬉
し
そ
う
に
笑
う
教
育
研
究
支

援
室
の
小
崎
和
子
さ
ん
を
見
て
、

こ
の
取
り
組
み
が
１０
年
近
く
も
続

い
て
き
た
秘
訣
を
知
っ
た
気
が
し
た
。

与
え
ら
れ
た
学
習
環
境
を
享
受
し

て
い
た
側
か
ら
、
学
習
環
境
を
整

備
す
る
側
へ
と
変
わ
り
つ
つ
あ
る

自
身
の
立
場
を
再
認
識
す
る
き
っ

か
け
に
も
な
っ
た
出
来
事
だ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
豊
田
哲
）�

カ
フ
ェ
・
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
と
私�


