
第

一

九
分
科

会 

国

民
の

た

め

の
大

学

づ
く
り 

光
本 

滋
・
木

戸
口
正
宏 

教

育

問

題
と

の

か
か

わ
り

で

、

大
学

自

治
の
意
義

と
大
学
づ

く
り
の

課
題

を

問

い

直
す 

     

一 

今

年
度

の

報
告

・
討

論

の

柱 

  

本

分

科
会

は

、
合

同
教

研

の

一
分

科

会
と
し
て

開
催
し
て

い
る
こ

と
の

意

義

を

考
え

、
運

営

の
工

夫

を

重
ね

て

き
た
。「

大
学
づ

く

り
」
は
一
義

的

に

は
大

学
教

職

員
・

学
生

の

テ

ー
マ

で

あ
る

が
、
そ

れ

に
と
ど

ま
ら
ず
、

他

の

学

校
種

や

社
会

教
育

な

ど

と
の

か

か
わ
り
も

視
野
に
入

れ
、
教

育
問

題

と

い

う
角

度

か
ら

大
学

の

問

題
を

位

置
づ
け
る

と
い
う
こ

と
で
あ

る
。 

 

第

二

次
安

倍

政
権

に
お

い

て

は
、

大

学
改
革
を

教
育
改
革

と
一
体

の
も

の

と

と

ら
え

る

動
き

が
進

行

し

て
い

る

。
政

策
サ
イ

ド

も
ま
た

、
大
学
の

問

題

を

教
育

問

題
と

位
置

づ

け

て
い

る

こ
と
が
う

か
が
え
る

。
こ
の

よ
う

な

立

場

と

、「

国
民

の

た
め

」
を
標

榜

し
て

き
た
本

分
科
会
の

ス
タ
ン

ス
は

ど

の

よ

う
に

異

な
る

の
か

、

何

を
実

践

的
な
課
題

に
す
べ
き

な
の
か

。
高

校

関

係

者
を

は

じ
め

と
す

る

合

同
教

研

参
加
者
と

、
率
直
に

意
見
交

換
し

て

い

く

こ
と

が

望
ま

れ
る

。 

 

こ

の

よ

う

な

考

え

か

ら

、

今

年

度

は

、

研

究

課

題

と

し

て

、

第

一

に

、

「

高

大

接
続

と

大
学

改
革

の

動

向
、

そ

れ
ら
が
教

育
に
及
ぼ

す
影
響

を
明



ら

か

に

す
る
」
こ

と

を
、
第

二
に

、「
国

民

の
た
め

の

大

学
創
造

の
と
り
く

み

、

実

践
的

課

題
」

を
掲

げ

た

。
前

者

は
、

こ
れ
ま

で

に
な
い

二
種
類
の

「

到

達

度
テ

ス

ト

」（
基

礎

レ

ベ
ル
・
発

展

レ
ベ

ル

）
の

具
体
化

に

向
け
た

検

討

が

中

教

審

で

進

め

ら

れ

て

い

る

こ

と

も

意

識

し

て

の

こ

と

で

あ

る

（

合

同

教
研

終

了
後

の
二

〇

一

四
年
一

二
月

二
二
日

、

中
教
審

答
申
「
新

し

い

時

代
に

ふ

さ
わ

し
い

高

大

接
続

の

実
現
に
向

け
た
高
等

学
校
教

育
、

大

学

教

育
、

大

学
入

学
者

選

抜

の
一

体

的
改
革
に

つ
い
て
」
が

発
表
さ
れ

た

）
。 

 

本

来

で
あ

れ

ば

、「

到
達

度

テ

ス
ト

」
ほ

か

高
大
接

続

の
改
革

や
実
態
を

め

ぐ

る

報
告

の

ほ
か

、
大

学

の

種
別

化

、
免
許
更

新
制
・
教

職
大
学

院
を

含

む

教

員
養

成

・
研

修
の

改

革

、
学

生

の
進
路
と
社

会

的
権
利

の
保
障
、

誰

も

が

学
ぶ

こ

と
の

で
き

る

高

等
教

育

の
創
造
な
ど

、

さ
ま
ざ

ま
な
内
容

の

報

告

が
行

わ

れ
て

よ
い

。
し

か

し

な
が

ら
、
結

果
的
に

、
レ
ポ
ー

ト
は
、

共

同

研

究
者

に

よ
る

二
本

に

と

ど
ま

っ

た
。

レ
ポ
ー

ト

を
組
織

す
る
体
制

の

見

直

し
、

高

校
関

係
者

そ

の

他
に

分

科
会
の
意

義
と
魅
力

を
伝
え

る
た

め

の

打

ち
出

し

方
の

工
夫

な

ど

を
さ

ら

に
考
え
る

必
要
が
あ

る
。 

  

二 

「

大
学

ガ

バ
ナ

ン
ス

改

革

」
の

動

向 

  

最

初

の
報

告

は

、
光
本

に

よ

る

、「
「
大

学

ガ
バ

ナ

ン
ス
改

革

」
の
動
向

」

で

あ

っ

た
。

大

学
の

「
ガ

バ

ナ

ン
ス

改

革
」
は
近
年

の

大
学
改

革
の
キ
ー

ワ

ー

ド

の
一

つ

と
な

っ
て

い

る
。
文

部
科

学

省
「

大

学
改
革

実
行
プ
ラ
ン

」

（

二

〇

一
二

年

六
月

五
日

）

が

大
学

の

種
別
化
・

再
編
を
進

め
る
た

め
の

手

法

の

一
つ

と

し
て

位
置

づ

け

て
い

る

よ
う
に
、

従

来

の
大
学

自
治
の
中



核

で

あ

っ
た

教

授
会

の
審

議

権

を
制

約

し
、
学
長

権
限
を
通

じ
て
、

大
学

設

置

者

（
学

校

法
人

）
や

政

府

の
意

向

に
沿
う
改

革
を
推
進

し
て
い

く
こ

と

が

基

本
的

な

ね
ら

い
で

あ

る

。 

 

二

〇

一
四

年

の
学

校
教

育

法

改
正

は

、
国

立
大
学

法

人
の
学

長
選
考
会

議

の

権

限
を

強

化
し
（
選

考

基

準
・
選
考

過
程
の

公
表
の
義

務
づ
け

）
、
学

長

選

考

過
程

に

対
す

る
教

職

員

の
影

響

力
を
排
除

す
る
と
と

も
に
、

教
授

会

の

審

議
事

項

を
「
学
長

が

決

定
を

行

う
に

あ
た
っ

て

意
見
を

聴
く
も
の

」

と

、

そ

れ
以

外

に
わ

け
た

。

国

会
審

議

に
お
い
て

、
政
府
は

、
教
授

会
の

権

限

は

変
わ

っ

て
い

な
い

と

答

弁
し

て

い
る
が
、

各
大
学
が

、
学
長

の
決

定

と

の

関
係

で

こ
れ

ま
で

教

授

会
の

審

議
事
項
と

さ
れ
て
い

た
事
項

を
位

置

づ

け

直
す

作

業
を

通
じ

て

、

教
授

会

の
審
議
権

の
縮
小
が

は
か
ら

れ
る

可

能

性

が
つ

く

り
だ

さ
れ

る

。 

 

政

府

は

さ

ら

に

、

国

公

私

立

全

大

学

を

対

象

に

、
「

内

部

規

則

の

総

点

検

・

見

直
し
」

を
行

わ
せ

て

い

る
。

こ

こ
で

は
、
教

授

会
の
審

議
事
項
に

と

ど

ま

ら
ず

、

教
員

選
考

の

手

続
き

、

学
長
の
任

期
、
学
長

の
業
務

執
行

状

況

の

確
認

体

制
な

ど
を

「

点

検
・

見

直
し
」
の

対
象
と
す

る

よ
う
な
行

政

指

導

が
行

わ

れ
て

い
る

。

法

改
正

の

み
で
は
な

し
え
か
っ

た
大
学

自
治

の

破

壊

を
行

政

が
推

進
す

る

と

い
う

前

代
未
聞
の

暴
挙
で
あ

る
。 

 

た

だ

し
、

こ

れ
ら

は
各

大

学

自
身

の

と
り
く
み

に
よ
ら
な

け
れ
ば

進
め

る

こ

と

の
で

き

な
い

も
の

で

あ

る
。

し

た
が
っ
て

、
①
法
解

釈
上
の

論
点

（

行

政

解
釈

が

全
面

的
に

正

し

い
と

は

限
ら
な
い

）
、
②
行
政

指

導
の
不
当

性

、

に

つ
い

て

の
認

識
を

広

く

共
有

し

て
い
く
必

要
が
あ
る

。
ま
た

、
各

大

学

で

は
、

理

事
者

の
一

方

的

判
断

に

よ
り
学
内

規
則
が
不

当
に
改

変
さ

れ

る

こ

と
の

な

い
よ

う
、

学

習

会
な

ど

を
行
い
、

現
行
の
学

内
規
則

に
つ

い

て

の

理
解

を

深
め

て
お

く

必

要
が

あ

る
。
全
大

教
北
海
道

、
北
海

道
私



大

教

連

な
ど

組

合
の

連
合

組

織

に
よ

る

、
民
主
的

な
内
部
規

則
の
実

例
集

づ

く

り

、
各

大

学
の

教
職

員

組

合
等

か

ら
の
問
い

合
せ
に
応

え
る
こ

と
の

で

き

る

体
制

整

備
も

必
要

だ

ろ

う

。「

大
学

ガ
バ
ナ
ン

ス
改
革
」
は
、
悪
意

を

持

っ

た
攻

撃

に
違

い
な

い

が

、
大

学

関
係
者
自

身
が
、
大

学
自
治

の
意

義

に

つ

い
て

の

自
覚

を
深

め

、

現
代

的

な
課
題
を

探
っ
て
い

く
き
っ

か
け

を

与

え

て
い

る

と
と

ら
え

る

べ

き
で

あ

る
。 

（
光

本 

滋

） 

  

三 

稚

内
北

星

大
学

の
大

学

づ

く
り

と

教
職

ゼ
ミ
の

取

り
組
み 

 

続

い

て

、
稚

内

北
星

学
園

大

学

の
米

津

直
希

さ
ん

か

ら
「
稚

内

北
星
学

園

大

学

に
お

け

る
「

大
学

づ

く

り
」

の

課
題
と
教

職
ゼ
ミ
の

取
り
組

み
」

と

題

し

た
報

告

が
行

わ
れ

た

。 

 

稚

内

北
星

学

園
大

学
は

、

高

等
教

育

機
関
の
「
空

白

地
帯
」

で
あ
っ
た

宗

谷

地

域
に

大

学
を

設
置

し

よ

う
と

い

う
地
域
各

界
の

願
い
と

期
待
を
受

け

て
一

九
八

七

年
に

開
学

し

た
。
し

か

し
こ

こ
数
年

、

入
学
者

の
減
少
な

ど

経

営

的
に
厳

し
い

状
況

が

続

い
て

い

る
。

稚
内
市

か

ら
は
、

大
学
か
ら

百

キ

ロ
圏
内

の

入
学

者
の

入

学

金
免

除

、
無
利
子

の
貸
付
金

制
度
等

の
サ

ポ

ー

ト
が
あ

る

。
ま

た
市

内

に

協
力

者

も
少

な
く
な

く

、
市
民

や
周
囲
の

町

と

の

共
同

事

業
が

行
い

や

す

い
と

い

う
「
大
学

づ
く
り
の

可
能
性

」
も

存

在

し

て
い
る

。
特

に
教

育

関

係
者

の

つ
な

が
り
は

つ

よ
く
、

学
校
と
の

連

携

が

行
い

や

す
い

こ
と

が

、

以
下

に

述
べ
る
取

り

組

み
の
背

景
に
あ
る

と

い

う
。 

 



 
○
教

職
ゼ

ミ

に
お

け
る

取

り

組
み 

 

稚

内

北
星

学

園
大

学
で

は

、

教
員

免

許
の

取
得
を

目

指
す
学

生
の

学
び

の

場
と

し
て

、

教
職

担
当

の

教

員
と

学

生
と

で
「
教

職

ゼ
ミ
」

を
運
営
し

て

い

る
。
主

な

活
動

は
次

の

よ

う
な

も

の
で
あ
る

。 

・
ゼ

ミ

通
信

「

教
た

ま
」

の

発

行
（

月

一
回
） 

大

学

で

の
学

び

や
ゼ

ミ
の

活

動

を
地

域

に
伝
え
る

と

と
も
に

、

将
来
の

「

学

級

通
信

づ

く
り

」
の

練

習

と
位

置

づ
け
て
い

る
（
通
信

は
市
内

の
学

校

、

図

書
館

、

市
役

所
な

ど

に

送
付

さ

れ
、
掲
示

さ
れ
る
こ

と
も
あ

る
）
。 

 

・
「

放

課
後

グ

ン
グ
ン

塾

」
（

無
料

塾

）
の
指
導
助

手 

市

教

委
の
教

育

研
究

所
の

研

究

事
業

と

し
て

二
〇

一

三
年
度

か

ら
は
じ

ま

っ

た
「

放

課
後

グ

ン
グ

ン

塾

」
。
各

学
校

に
フ
ル

タ
イ
ム
の

指
導
員

が
２

人

、

パ

ー
ト

タ

イ
ム

の
指

導

員

が
１

人

お
り
、
放

課
後
に
一
時

間
程
度
の

学

習

支

援
を

行

っ
て

い
る

。
教

職

ゼ

ミ
の

学

生
は
「

指

導
助
手

」
と
し
て

、

週

１

回
有
償

ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア

と

し
て

参

加
し

て
い
る

。 

そ

の

他

に
も

、

近
隣

の
利

尻

町
で
合

宿

も
兼

ね
た
学
習

サ
ポ
ー
ト
や

、

遠

隔

通

信
機

器

を
活

用
し

た

猿

払
村

で

の
学

習
サ
ポ

ー

ト
等
も

行
っ
て
い

る

と
い

う
。 

地

域

の

教
育

活

動
に

学
生

が
参

加
す

る

こ
と
に
つ

い

て
、
米

津

さ
ん
は

「

教

員

を
目

指

す
学

生
が

モ

チ

ベ
ー

シ

ョ
ン
を
高

め
た
り
、

そ

の
時
点
で

の

自

分

の
能

力

と
課

題
を

把

握

で
き

る

」「
現

場
の
教

員

と
交
流

す
る
こ
と

で

、

自

ら
の

目

指
す

教
員

像

を

確
立

し

た
り
、
大

学
で
の
学

習
で
は

知
り

得

な

い

学
校

の

状
況

を
学

べ

る

」「

地

域
社

会
に
貢

献
す
る
こ

と
で
、
学
び

が

学

生

個
人

の

も
の

で
は

な

く

、
社

会

と
の
関
係

性
の
も
と

で
行
わ

れ
て

い

る

こ

と
を

体

験
的

に
学

習

で

き
る

」
等

の
意
義
が

あ

る
と
述

べ
ら
れ
た

。 

 

稚

内

北
星

学

園
大

学
が

な

く

な
る

と

、
地

域
の
若

者

は
遠
方

の
高
等
教



育

機

関

ま
で

い

か
な

け
れ

ば

な

ら
な

い

。
若

者
が
地

域

に
い
て

、
こ

の
よ

う

な

活

動
を

し

て
い

る
こ

と

自

体
が

地

域
を
励
ま

す
こ
と
に

な
る
の

で
は

な

い

か
、
と

米

津
さ

ん
は

地

域

に
お

け

る
大

学
の
存

在

意
義
に

つ
い
て
も

強

調

さ

れ
た
。 

  

四 

討

論
と

分

科
会

の
ま

と

め 

  

最

後

に
、
感

想
交

流
も

兼

ね

て
、

各

校
の

状
況
等

に

つ
い
て

の
短
い
報

告

が

行

わ
れ

た

。 

北

海

道

大
学

の

山
口

桂
さ

ん
か

ら
は

「

国
立
大
学

の

正
規
教

員

に
対
す

る

年

俸

制
の

導

入
に

つ
い

て

」
と
題

し

た
報

告
が
行

わ

れ
、
年

俸
制

や
業

績

給
な

ど
の

導

入
を

め
ぐ

る

不

透
明

な

状
況
が
紹
介

さ

れ
た
。

ま
た
、
北

海

道

教

育
大

学

の
学

長
選

考

に

お
け

る

教
職
員
の

意
向
投
票

の
廃
止

や
、

理

事

に

よ
る

分

校
教

授
会

廃

止

案
の

一

方
的
な
提

示
な
ど
、

大

学
運
営
を

め

ぐ

る
非
民

主

的
な

動
向

に

つ

い
て

の

報
告

、
北
星

学

園
大
学

や
高

専
か

ら

の
現

状
報

告

が
あ

っ
た

。 

大

学

運

営
を

め

ぐ
る

現
状

は

厳

し
い

も

の
が
あ
る

。

し
か
し

そ
う
で

あ

る

か

ら

こ
そ

、

こ
れ

ま
で

の

そ

れ
ぞ

れ

の
大
学
の

蓄
積
や
到

達
を
、

そ
の

法

的

・

規
則

的

な
根

拠
も

含

め

て
改

め

て
確
認
す

る
こ
と
、

今

回
の
法
改

正

の

趣

旨
を

踏

み
越

え
る

よ

う

な
一

方

的
で
不
当

な
学
内
規

定
の
改

変
に

つ

い

て

は
、

粘

り
強

く
異

議

を

申
し

立

て
る
こ
と

、

学

外
に
対

し
て
も
積

極

的

に

情
報

を

公
開

し
、

学

内

で
行

わ

れ
て
い
る

不
当
行
為

に
つ
い

て
、

そ

の

問

題
点

を

訴
え

て
い

く

等

、
地

道

な
取
り
組

み
が
求
め

ら
れ
る

。 

（
木
戸

口
正
宏
） 


