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11.9%

44.4%

博士

全大学計

修士

19.1%

49.2%

博士

私立大学計

修士

6.9%

41.2%

2012年度
2019年度

博士

国立大学計

修士

3.1%

29.0%

博士

七大学計

修士
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高
等
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

名古屋大学

　
こ
の
4
月
よ
り
、高
等
教
育
研
究

セ
ン
タ
ー
長
を
拝
命
し
ま
し
た
。同

時
に
、教
育
基
盤
連
携
本
部
高
等
教

育
シ
ス
テ
ム
開
発
部
門
に
も
所
属
と

な
り
ま
し
た
。4
月
か
ら
東
海
国
立

大
学
機
構
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
が
、

機
構
の
中
に
お
か
れ
た
ア
カ
デ
ミ
ッ

ク
セ
ン
ト
ラ
ル
に
も
所
属
す
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
、高
等
教
育
研
究
セ
ン

タ
ー
で
は
、セ
ン
タ
ー
が
発
刊
す
る

『
名
古
屋
高
等
教
育
研
究
』に
寄
稿
さ

せ
て
頂
く
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。し

ば
ら
く
前
に
は
、セ
ン
タ
ー
運
営
委

員
会
に
部
局
代
表
委
員
と
し
て
参
加

さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。そ
の
頃
と
比
べ

る
と
、セ
ン
タ
ー
の
メ
ン
バ
ー
が
変
わ

り
、学
内
に
お
け
る
セ
ン
タ
ー
の
役
割

も
変
わ
っ
て
、重
要
性
を
増
し
て
い
る

と
感
じ
て
い
ま
す
。

　
今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

感
染
拡
大
に
よ
り
生
活
が
激
変
し
ま

し
た
。今
回
の「
か
わ
ら
ば
ん
」が
発

刊
さ
れ
る
頃
に
は
警
戒
カ
テ
ゴ
リ
ー

が
緩
和
さ
れ
、徐
々
に
活
動
再
開
が

進
ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
が
、こ
の
よ

う
な
短
期
間
に
全
世
界
で
感
染
者
数

が
増
加
し
、日
本
国
内
に
お
い
て
も

移
動
や
活
動
の
自
粛
が
要
請
さ
れ
る

ま
で
に
な
る
と
は
誰
に
も
想
像
で
き

な
い
こ
と
で
し
た
。そ
の
影
響
は
、社

会
の
様
々
な
と
こ
ろ
に
現
れ
て
い
ま

す
。今
年
は
東
京
で
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が

開
催
さ
れ
た
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
イ
ヤ
ー

と
し
て
記
憶
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
で

し
た
が
、オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
も
延
期
と

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
教
育
機
関
に
対
し
て
も
、3
密
を

避
け
る
た
め
に
休
校
が
要
請
さ
れ
ま

し
た
。そ
れ
に
対
応
し
て
、本
学
で
も

様
々
な
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い
ま

す
。ま
ず
、新
入
生
や
在
学
生
に
対
す

る
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
ビ
デ
オ
を
導
入
し
、

接
触
を
最
小
限
に
す
る
よ
う
な
措
置

が
と
ら
れ
ま
し
た
。そ
の
後
、春
学
期

の
講
義
は
N
U
C
T
を
利
用
し
て
実

施
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

N
U
C
T
の
利
用
者
数
の
急
増
に
よ

り
、講
義
開
始
日
に
ア
ク
セ
ス
集
中

で
つ
な
が
り
に
く
く
な
る
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
が
、迅
速
に
対
応
し
て
頂

い
た
結
果
、こ
れ
ま
で
問
題
な
く
稼

働
し
て
い
る
こ
と
は
、本
学
関
係
者

の
努
力
の
た
ま
も
の
だ
と
思
い
ま

す
。6
月
1
日
よ
り
活
動
レ
ベ
ル
が

緩
和
さ
れ
ま
し
た
が
、そ
れ
で
も
、実

験
実
習
の
実
施
に
お
い
て
人
数
を
限

定
す
る
こ
と
や
、感
染
防
止
の
た
め

に
実
験
器
具
等
を
消
毒
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
な
措

置
は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
対
す

る
特
効
薬
が
完
成
す
る
ま
で
継
続
さ

れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
今
後
は
、コ
ロ
ナ
と
共
存
す
る
生

活
環
境
、そ
の
後
は
、コ
ロ
ナ
と
の
共

存
で
変
化
し
た
生
活
様
式
に
お
い
て

ど
の
よ
う
に
活
動
す
る
か
を
考
え
て

い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。こ
の
よ
う

な
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
、ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ

に
お
け
る
教
育
活
動
に
お
い
て
、本

セ
ン
タ
ー
の
役
割
は
増
し
て
い
る
と

感
じ
て
い
ま
す
。
4
月
か
ら
、

N
U
C
T
や
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム

な
ど
の
設
備
が
増
強
さ
れ
、多
く
の

教
員
が
様
々
な
授
業
の
実
施
方
法
を

模
索
し
た
結
果
、多
く
の
ノ
ウ
ハ
ウ

が
蓄
積
さ
れ
て
い
ま
す
。私
自
身
、

ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
に
お
け
る
教
育
活
動

に
お
い
て
、こ
れ
ま
で
と
異
な
る
教
授

法
に
よ
っ
て
教
育
の
質
を
担
保
で
き

る
の
か
ど
う
か
を
不
安
に
思
い
な
が

ら
講
義
を
開
始
し
ま
し
た
が
、学
生

と
の
対
話
を
通
し
て
I
C
T
機
器
の

利
用
と
オ
ン
デ
マ
ン
ド
教
育
の
メ

リ
ッ
ト
や
デ
メ
リ
ッ
ト
が
徐
々
に
見

え
て
き
ま
し
た
。学
生
は
、オ
ン
デ
マ

ン
ド
で
受
講
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
時

間
の
制
約
か
ら
開
放
さ
れ
る
こ
と
、

疑
問
点
を
理
解
で
き
る
ま
で
ビ
デ
オ

録
画
を
繰
り
返
し
見
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
等
は
メ
リ
ッ
ト
と
感
じ
て
い

る
よ
う
で
す
。そ
れ
に
対
し
て
、通
信

料
の
増
大
や
実
験
実
習
に
よ
っ
て
知

識
の
修
得
が
難
し
く
な
る
こ
と
は
デ

メ
リ
ッ
ト
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。今
後
は
、メ
リ
ッ
ト
を
生
か

し
、デ
メ
リ
ッ
ト
を
改
善
す
る
よ
う
な

教
授
法
、オ
ン
ラ
イ
ン
と
オ
フ
ラ
イ
ン

を
組
み
合
わ
せ
た
教
授
法
を
模
索
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　
こ
れ
ま
で
、高
等
教
育
研
究
セ
ン

タ
ー
で
は
、教
養
教
育
院
、情
報
連
携

基
盤
セ
ン
タ
ー
、学
生
支
援
セ
ン

タ
ー
等
の
学
内
部
局
と
協
力
し
て
活

動
し
て
い
ま
す
。今
後
も
学
内
部
局

と
協
力
し
て
、今
回
の
こ
と
で
蓄
積

さ
れ
た
ノ
ウ
ハ
ウ
の
分
析
を
通
し
て
、

学
生
や
教
職
員
に
と
っ
て
よ
り
良
い

教
授
法
や
教
育
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て

の
研
究
を
求
め
ら
れ
る
の
で
は
と
思

い
ま
す
。
各
部
局
に
お
か
れ
て
も

様
々
な
授
業
科
目
が
あ
り
、い
ろ
い

ろ
と
工
夫
さ
れ
た
授
業
が
開
講
さ
れ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。是
非
、そ
の
よ

う
な
試
み
を
ご
紹
介
く
だ
さ
る
よ
う

に
お
願
い
し
ま
す
。　
　（
北
栄
輔
）

I
C
T
教
育
時
代
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　 
セ
ン
タ
ー
の
役
割

ー
着
任
の
ご
挨
拶
に
代
え
て
ー

大学院生のうち、社会人の割合は
　　　　　　どれくらいか（修士・博士）

グラフで見る名大生 [7]

2012年度と2019年度における社会人院生の割合（修士課程の院生に占める社会人の
割合、及び博士課程の院生に占める社会人の割合）の変化を見てみました。名古屋大学の値
の他、比較対象として、日本の全大学の合計値、私立大学の合計値、国立大学の合計値、及
び七大学（名古屋大学の他、北海道大学、東北大学、東京大学、京都大学、大阪大学、九州大
学）の合計値を示しています。
社会人院生の割合は、日本の大学全体としては、修士と博士の両方において上昇しており、
特に博士における社会人院生の割合の増加が大きいことが見て取れます。国立大学にしぼ
った場合には、修士における社会人院生の割合は微減していますが、博士の社会人院生の割
合は増加しています。名古屋大学に限定しても、同様の傾向です。
名古屋大学の社会人院生の割合は、全大学計、私立大学計、国立大学計を下回りますが、七
大学計を上回っています。グラフには示していませんが、2019年度の値では、名古屋大学
の社会人院生の割合が、七大学のなかで最も高くなっています。　　　　　　（丸山和昭）
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夏夏【データ】全大学計、私立大学計、国立大学計の値は、「学校基本調査」の統計表より加工して作成（https://
www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/1267995.htm）。七大学計、名古屋大学の値は、大
学改革支援・学位授与機構「大学基本情報」（https://portal.niad.ac.jp/ptrt/table.html）を加工して作成。「修
士」の値は博士前期課程を含む。「博士」の値は博士一貫課程を含む。グラフ中に示す数値は、2019年度の値で
ある。なお、上記のグラフは、専門職学位課程の値を含まない。

対　　象:
受講方法:

本学所属の大学院学生・ポスドク・非常勤講師
NUCTによるオンデマンド受講とZoomによる
同期授業（8/3（月）～5（水））

・すべての課題に合格すると修了証が授与されます。
・詳細については、下記ウェブサイトおよびNUCT上の本科目「受
講の前に」を確認してください。
 URL：http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/service/grad/

大学教員準備講座2020
今年度はオンラインで開講します



　

こ
の
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
、市
民

か
ら
科
学
へ
の
信
頼
、期
待
が
増
し

て
い
る
と
見
ら
れ
て
い
ま
す
。ド
イ

ツ
に
お
け
る
2
0
2
0
年
の
調
査

（S
cience barom

eter special 
edition on C

orona

）で
は
、科
学
・

研
究
を
完
全
に
、な
い
し
あ
る
程
度

に
お
い
て
、信
頼
し
て
い
る
人
が
73

％
を
占
め
ま
し
た
。過
去
３
年
の
結

果
は
50
％
前
後
で
す
。
ち
な
み

に
、C
O
V
I
D
-19
の
拡
大
を
遅

ら
せ
る
の
に
科
学
が
重
要
と
考
え

る
人
が
89
％
を
占
め
て
い
ま
す
。

　

信
頼
や
期
待
の
高
さ
ゆ
え
か
、科

学
者
か
ら
の
異
な
る
意
見
に
戸
惑

う
市
民
の
様
子
も
明
ら
か
に
な
っ

て
き
て
い
ま
す
。先
の
ド
イ
ツ
調
査

で
は
、異
な
る
意
見
が
あ
る
と
正
し

い
も
の
を
判
断
す
る
の
が
難
し
い

と
回
答
す
る
人
が
52
％
で
し
た
。イ

タ
リ
ア
に
お
け
る
調
査（Ita

lia
n 

C
itizens and C

ovid

-19

：O
ne 

M
onth 

Later

）で
も
、48
％
が
専

門
家
間
の
異
な
る
意
見
に
よ
っ

て
困
惑
し
て
い
る
と
回
答
し
て
い

ま
す
。

　

同
様
に
、種
々
の
科
学
的
意
見

が
あ
る
な
か
で
は
政
策
立
案
が
し

づ
ら
い
で
あ
ろ
う
こ
と
も
想
像
に

難
く
あ
り
ま
せ
ん
。従
来
か
ら
、危

機
的
状
況
に
あ
っ
て
は
専
門
家
の

意
見
は
ワ
ン・ボ
イ
ス
に
す
べ
し
と

言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

と
は
い
え
、科
学
は
つ
ね
に「
作

動
中
」で
す
。科
学
に
は
未
解
明
の

こ
と
が
多
く
あ
る
し
、た
と
え
一
応

の
成
果
を
み
た
も
の
で
も
、そ
れ
が

「
真
実
」か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い

の
で
す
。こ
の
危
機
に
あ
っ
て
関
連

分
野
の
研
究
活
動
が
加
速
さ
れ
て

い
る
な
ら
ば
、な
お
一
層
、そ
の
成

果
は
刻
々
と
見
直
さ
れ
、更
新
さ

れ
て
い
く
も
の
で
も
あ
る
こ
と
で

し
ょ
う
。

　

そ
う
な
ら
ば
ワ
ン・ボ
イ
ス
の
達
成

は
難
し
い
の
が
必
然
で
あ
り
、む
し

ろ
目
指
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
は
、

と
い
う
論
調
も
強
ま
っ
て
い
ま
す
。

明
ら
か
な
デ
マ
へ
の
注
意
喚
起
は

と
も
か
く
も
、正
確
な
情
報
伝
達

に
焦
点
化
す
る
よ
う
な
一
方
向
科

学
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
だ
け
で
は

限
界
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

ま
し
て
、科
学
の
一
分
野
だ
け
で

解
が
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
な
問
題

状
況
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。個
人
情

報
保
護
と
公
衆
衛
生
の
バ
ラ
ン
ス
、

私
権
制
限
の
あ
り
か
た
、経
済
に

与
え
る
影
響
、自
粛
警
察
の
心
理
、

休
校
中
の
教
育
格
差
な
ど
、人
文

社
会
科
学
分
野
に
属
す
る
話
題
が

増
え
て
き
て
い
ま
す
。

　

危
機
の
只
中
に
お
け
る
科
学
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、変
化
の

速
さ
や
、関
連
す
る
専
門
分
野
の

多
さ
を
踏
ま
え
つ
つ
、対
立
す
る
価

値
観
を
速
や
か
に
調
整
す
る
こ
と

へ
の
貢
献
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

オ
ー
プ
ン
科
学
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
と
で
も
言
う
の
で
し
ょ
う
か
、時

間
と
空
間
の
広
が
り
が
必
要
に
な

っ
て
い
ま
す
。科
学
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
も「
作
動
中
」で
あ
る
こ
と

を
意
識
す
る
時
代
に
な
っ
た
よ
う

で
す
。　
　
　
　
　
（
齋
藤
芳
子
）

［２］
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読んでおきたい
この1冊
Great Books on University

　アメリカでは専門的知識に対する社会全体の
関心の低下が進んでいる、と著者は指摘していま
す。専門的知識が創造され共有されるコミュニテ
ィとしての大学も、決して例外ではないといいま
す。具体例として、全米を代表するトップの名門
大学でさえ、大学間競争の影響で学生を消費者
として扱い満足度を高める方策を重ねており、学

生の成績評価がきわめて甘くAやA-が圧倒的に
多いこと、結果として学生は根拠のない自信をも
ち、知識の決定的不足に気づかない状況を招い
ていること等をあげています。とくに専門知を構
成する基礎知識、専門知を認識する能力や専門
家と生産的関係をもつ力を教えていないこと、大
学内外を問わず研究者の間にも、捏造・剽窃等の

研究公正に反する問題行動が多いこと等も加え
ています。
　大学は、本来、専門的知識やそれを創造する知
的活動の意義や価値をもっとも理解しているはず
ですが、それに背を向けるかのような行為が大学
人の間に広がりつつあることに対する強い危機感
が随所に窺われます。そのような行為は、専門的
知識の創出と共有をめぐり専門家と市民の間に
存在するはずの信頼関係、さらには社会の存続さ
えも危うくしかねないとの危機感です。アメリカ
社会に反知性主義の潮流が根強く存在すること
を指摘する書は他にも多くありますが、有名大学
での教職経験をふまえつつ、現状を告発している
ところに本書の特徴があります。　　（夏目達也）

　私たちは学生の成績の差を、個人の知能の差が反映されたものと考
えがちですが、知能よりも学習課題に投入した時間が重要という立場
から異を唱えた米国の心理学者がキャロルです。学校学習の時間モデ
ルでは、課題達成の度合い（学習率＝成績）は、課題の達成に必要な時
間に対して、実際にどれだけ学習に時間を使ったかの割合で表現でき
ると考えます（市川尚・根本淳子（2016）『インストラクショナルデザイ
ンの道具箱101』北大路書房）。すなわち、このモデルでは、必要な時
間をかければ、誰でも課題を達成できると考える点がポイントです。
　たとえば、Aさんは課題達成に1時間の学習が必要であり、実際に1
時間学習すれば、学習率は100％になります。しかし、課題達成に必要
な時間は個人差があり、2時間の学習が必要な学生が1時間しか学習
しなければ、学習率は50％です。

　
　学習に必要な時間を左右する要因には、課題への適性、授業の質、授
業理解力があります。学生の既有知識をふまえない課題は、多くの学
生にとって適性を欠く課題になります。そのため、課題の達成に必要な
知識や技能は全て授業の中で身につけられるよう、授業の質向上が必
要です。また、理解力をより高められるよう、多様なメディア・経験・方法
を組み合わせた学習を用いて、理解を促す工夫が必要です。
　学習に費やされる時間を左右する要因には、許容された学習時間と
学習持続力があります。許容された学習時間は、ある課題を学ぶために
カリキュラムの中に用意されている学習時間です。学習持続力は所与
の学習時間の中で実際に学ぼうと努力して使われた時間を指します。
　急速にオンライン授業が普及する中、学習時間モデルは、学生に適
した課題設定と、学習時間を増やす教材提供の重要性を教えてくれま
す。オンデマンド教材は、自分のペースで学習でき、繰り返し学習でき
る工夫をすることで、各自に必要な学習時間の確保を促すことができ
ます。また、やさしい内容から難しい内容に配列する、クイズや小テス
トの頻度を増やし理解度確認を促す、内容と社会・生活問題との関連
を示して意欲を高める等の工夫は、学習持続力を高めることにつなが
ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中島英博）
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『専門知は、もういらないのか
　　　　　　　　　　　－無知礼賛と民主主義』

学習率＝ ＝
学習に費やされた時間

学習に必要な時間

許容された学習時間・学習持続力

課題への適性・授業の質・授業理解力


