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は

決ま

っ

て

い

ま

せ

ん
。

自主
的な
再制・
統
合を
支
恕する

ー独法化を機に、
医科大や
教育大、
農

学部や
教育
学部などで
再編・
統合が進む

ことも予
相営Cれますが。

学

長

会

議

で

も

質

問

が

あ

り

ま

し

た
。

そ

れ

に

対

し

て

は
、

い

く

つ

か

の

大

学

の

向

主

的

な

判

断

と

し

て
、

統

合

で

発

展

さ

せ

た

い

と

い

う

こ

と

で

あ

れ

ば

初談

に

来

る

し

必

要

な

支援

も

し

ま

す
、

た

だ

文

部

省

の

方

か

ら
一

方

的

に

決

め

る

考

え

は

全

く

な

い

と

終

え

て

い

ま

す
。

具

体

的

な

検

討

は

聞

い

て

い

ま

せ

ん

が
、

各

大

学

の

中

で

は
、

そ

う

い

う

こ

と

も

考

え

る

べ

き

で

は

と

い

っ

た

議

論

が

恐

ら

く

出

て

い

る

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か
。

ー国立大学の独法化につ
いては政府と

大学関係者の
間での
議論にとどまり、
国

民的関心が
薄いと言わざるをえません。

一

般

の

方

は
、

独

法

化

と

は

い

っ

て

も

笑

質

的

な

同

立

に

は

変

わ

り

な

く
、

競争

す

る

こ

と

で

多

少

よ

く

な

る

と

考え

て

い

る

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か
。

当事者

は

厳

し

く

な

る

だ

ろ

う

が
、

企

業

は

み

な

競争

し

て

い

る

ん

だ

か

ら

大

学

も

多

少

そ

う

い

う

こ

と

を

や

っ

た

点

が

い

い
、

と
。

｜文部省では、
独法化を大
学改革の一

環として捉えているとのことですが、
公

立・
私立も含めた高等教育全般の改革の

方向性
をどう考え、
その
中に
独法化を．と

う位置つけているのでしょ
うか。

大

学

審

が
一

貫

し

て

言
っ

て

き

た

の

は
、

大

学

の

多桜

化
・

例

性

化

で

す
。

大

学

で

尚子

び

た

い

人
、

山卒

業

者

を

保

則

し

た

り

研

究

機能

に

期

待す

る

企

業

な

ど

に

は
、

名J械

な

ニ

ー

ズ

が

あ

り
、

す

べ

て

を
一

つ

の

大

学

が

受

け

・止

め

る

こ

と

は

も

は

や

現

尖

的

で

な

い
。

大

学

が
一

律

に

同

じ

ん向

に

進

む

の

で

は

な

く
、

そ

れ

ぞ

れ

が

仁

夫

し

て

例

性

を

防

き

な

が

ら

受

け

止

め

ら

れ

る

ニ

l

ズ

を

け
ん

初

め
、

マ

ッ

チ

ン

グ

さ

せ

る

方

向

に

変

わ

っ

て

い

く

べ

き

で

す
。

そ

う

し

た

巾

に

設

山

形

態

の

迫

い

が

あ

る

こ

と

で
、

そ

れ

ぞ

れ

の

強

み

が

生

ま

れ

ま

す
。

逆

に

そ

れ

ぞ

れ

の

限

界

も

あ

る

わ

け

で
、

五

い

に

補

い

合

う

こ

と

も

各様

化

の

文

脈

の

中

に

位

置

づ

け

ら

れ

る
。

大

学全

体

に

共

通

す

る

役

割

に

加

え
、

設

位

形

態

ご

と

の

役

割

が

あ

る

と

い

う

こ

と

は

こ

れ

か

ら

も

変

わ

ら

な

い

は

ず

で

す
。

資金

と

規

制

の

両

国

で

国

の

関

与

を

受

け

る

形

態

と

い

う

意

味

で

は
、

現

在

の

国

立

大

学

が

仮

に

独

法

化

さ

れ

た

場合

も
、

基

本

的

な

役制

は

変

わ

ら

な

い

と

い

う

の

が

我

々

の

考

え

で

す
。

民

間

企

業

で

は

ま

か

な

え

な

い

よ

う

な

時

川

と

金

を

必

要

と

し
、

成

mK

に

つ

い

て

は

リ

ス

キ

！

な

研

究
。

－

定

の

綬

業料

で

医

学

で

も

L

学

で

も

学

べ

る

仕組

み
。

私

大

の

都

市

集

中

が

判例尖

と

し

て

あ

る

小
、

地

域

に

確

保

す

べ

き

教

育機ム
訴
。

卜人

組脱

な

大

学

院

の

述

常
。

こ

れ

ら

を

川

の

支

般

な

し

に

確

保

す

る

こ

と

は

緩

め

て

附鰍

で

す
。

過

去

川

年

と

今後

川

年

と

い

う

ス

パ

ン

で

考

え

れ

ば
、

州

立

大

や

の

判、

つ

べ

き

役

訓

が

大

き

く

変

わ

る

こ

と

は

な

く
、

独

法

化

の

問

題

を

考

え

る

場合

も

こ

の

視点

が

重

要

に

な

る

は

ず

で

す
。
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特
例
措
置
の
扱
い
を
見
極
め
た
上
で
意
見
集
約へ

中l嶋嶺雄副除長（東京外国語大学学長）

文部
省案
確定なら独法化の
可能性

黒木

昨

年

9

川

の

同

立

大

学

長

会

議

で
、

文

部

符

は

独

立

行

政

法

人

化

に

附

す

る

「検

討

の

方

向
」

を

示

し
、

こ

れ

が

認

め

ら

れ

る

こ

と

を

条

件

に

独

法

化符

認

に

転

換

し

ま

し

た
。

こ

れ

に

よ

っ

て
、

州

立

大

学

の

独

法

化

は

あ

た

か

も

脱

走

路

線

の

よ

う

な

ム

l

ド

に

な

っ

て

い

ま

す
。

今年

1

月

に

は
、

東京

・レ八

学

の

検

討会

が
、

大

学

の

自

主

性

が

似

た

れ
、

教

育

や

研

究

市

助

の

的

性

化

が

凶

れ

る

な

ら

ば
、

独

法

化

を

谷

認

す

る

こ

と

も

あ

り

得

る

と

の

報
比
n

告

を

ま

と

め

て

お

り
、

国

立

大

学

側

の

対

応

も

柔

軟

に

な

っ

て

き

た

印象

が

あ

り

ま

す
。

こ

の

問

題

に

つ

い

て
、

ど

の

よ

う

な

ご

意

見

を

お

持

ち

で

す

か
。

中

嶋

故

初

に

お

断

り

し

て

お

き

ま

す

が
、

私

は

同

立

大

学

協

会

の

刷

会

長

で

あ

る

と

同

時

に
、

一

一同

立

大

学

の

学

長

で

も

あ

り
、

さ

ら

に

は
一

個

人

と

し

て

の

与

え

も

持

っ

て

い

ま

す
。

こ

れ

ら

を

総

介

し

た

立

場

か

ら

訴

さ

ざ

る

を

得

な

い

わ

け

で

す

が
、

日
以

近

の

動

き

か

ら

み

て
、

独

法

化

へ

の

辺

は

も

う

避

け

ら

れ

な

い

情

勢

に

な

っ

て

い

る

と

い

う

認

議

で

す
。

た

だ

し
、

通

則

法

と

い

う

の

は

が刊

庁

の

ス

リ

ム

化

を

円

指

し

て

作

ら

れ

た

も

の

で

す

か

ら
、

こ

れ

を

そ

の

ま

ま

ト入

学

に

適

用

す

る

こ

と

に

は

無

理

が

あ

り

ま

す
。

で

す

か

ら

今

は
、

文

部

省

と

政

府

の

折

衝

の

行

方

を

見

極

め

よ

う

と

い

う
、

い

わ

ば

待

ち
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国立大学

育
・

研

究

の

小身

に

つ

い

て

国

が

指

示

す

る

な

ど

と

い

う

こ

と

は

少

な

く

と

も

先

進

諸

国

で

は

あ

り得

な

い
。

一

方

で
、

国

の

業

務

を

担

う独

立

行

政

法

人

で

あ

る

以

上
、

固

か

ら

何

を

期

待

さ

れ

て

い

る

か

を

入

り

口

部

分

で

聞

く

こ

と

自

体

は

姫

む

理

・聞

が

な

い
。

そ

こ

で
、

大

臣

が

大

学

の

立

見

を

踏

ま

え

て

目

標

を

立

て

る

と

い

う

特

例

に

よ

っ

て
、

大

学

の

向

主

性

を

品川

電

し

よ

う

と

い

う

こ

と

で

す
。

山

U

部分

に

あ

る

の

が

許

制

で

す

が
、

こ

れ

も

教育
・

研

究

に

つ

い

て

同

が

間接

い

い

必

い

と一一

はう

の

で

は

な

く
、

ト入

学

人

で

構

成

さ

れ

附

か

ら
一

定

の

独

立

刊

を

保

つ

詳

制

機

凶

に

よ

る

許

制

を

作

虫

し

よ

う

と

い

う

趣

旨
。

入

り

日

と

山

口

だ

け

同

が

チ

ェ

ッ

ク

し

て
、

山身

に

つ

い

て

は

基

本

的

に

法

人

に

任

せ

る

と

い

う

の

が

独

立

行

政

法

人

制

度

の

似幹

で

す
。

ーこれらの
特例措置をはじめと

する省案に対しては、
政府や政治

家から
「例外だらけで
行革に
なら

ない」
とい
う批判も
挙がっ
ていま

す。
我

々

が

言

っ

て

い

る

の

は

ト入

学

の

自

主

性
・

向

律

性

の

尊

重

で

あ

っ

て
、

特

例

州知

世

が

講

じ

ら

れ

な

け

れ

ば

大

学

に

と

っ

て

は

今

よ

り

む

し

ろ

川

の

胤

制

が

強

ま

る

こ

と

に

な

り

ま

す
。

こ

れ

は
、

独

伝

行

政

法

人

制

度

の

飢

い

か

ら

も

は

ず

れ

る
。

昨一

界

的

な

常

識

も

断

ま

え

た

中
l

た

り

前

の

要

求

で
、

決

し

て

特締

を

認

め

ろ

と

い

う

こ

と

で

は

あ

り

ま

せ

ん
。

批

判

や

疑

問

と

い

う

の

は
、

特

例

的

問

の

中

身

の

よ

し

あ

し

で

は

な

く
、

こ

れ

で

本

当

に

国

立

大

学

が

変

わ

り艮

い

方

向

に

進

む

の

か

と

い

う

こ

と

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か
。

そ

れ

は

特

例

と

は

別

の

次

元

の

話

で
、

特

例

を

設

け

る

こ

と

で

行

革

で

目

指

す効

率

化

や

透

明

化

が

損

な

わ

れ

る

こ

と

は

な

い

は

ず
。

も

ち

ろ

ん

独

法

化

だ

け

で

す

べ

て

が

う

ま

く

い

く

は

ず

は

な

く
、

諸

々

の

大

学

改

革

を

合

わ

せ

て

抗進

し

て

い

く

必

要

が

あ

り

ま

す
。

そ

れ

ら

が

か

み

合

っ

て

自

主

性
・

n

作性

が
い
け
川

ま

る

と

同

時

に

競

争

的

環

境

が

牧

備

さ

れ

る

こ

と

に

よ
っ

て
、

国

立

大

学

は

確実

に

変

わ

る

は

ず

で

す
。

ー昨年9月に
省案を示して以
降、
国立

大学長の“フロッ
ク会議で
意見を
交わして

いるとのことで
すが、
どん
な声が
挙がっ

ていますか。
成主れ

に一一

行

っ

て
、

地

方

大

学

の

危

機感

の

強

さ

に

は一

ρ

必

い

を

禁

じ

え

ま

せ

ん
。

地

域

レ

ベ

ル

で

は

口献

し

て

い

て

も
、

川

立

全

体

の

小

で

は

協

が

当

た

り

に

く

い

よ

う

な

ト入

学

を
、

川

は

切

り

怖い

て

る

の

で

は

な

い

か

と

心

配

し
、

独

法

化

で

明

日

を

も

知

れ

ぬ

と

い

う

拡

川

公

す

ら

あ

る
。

我

々

の

岐μ

で

は
、

日

分

の

地

域

の

恭

幹

大

学

が凶

れ

て

い

く

よ

う

な

こ

と

に

な

れ

ば

住

民

が

黙

っ

て

い

な

い

し
、

そ

ん

な

事態

が

全

国

で

起

こ

る

な

ど

あ

り仰

な

い

と
川
心

う

の

で

す

が
。

一

方

で
、

山

・愉

大
、

地

方

大

学

な

ど

の

区

別

な

く

理

学

部

や

人

文

系

学

部

か

ら

は
一

様

に

不

安

の

戸

が

聞

か

れ

ま

す
。

産

業

界

の

支

援

が

期

待

で

き

る

工

学

部

な

ど

と

追

っ

て

財

政

が

立

ち

行

か

な

く

な

る

の

で

は
、

と

い

う

こ

と

の

よ

う

で

す
。

ー「検討の
方向」
では
財源について触

れておらず、
これでは
賛否を示せ
ないと

いう声もあります。

川間

川似

は

何年度

の

，bJ

悦

制

成

で

決

ま

る

も

の

で
、

あ

ら

か

じ

め

似

託

す

る

こ

と

は－

小．

叶

能

で

す
。

文

部付

で

は

従

米

か

ら
、

山川等教育

に

対

す

る

公

共

投

資を

附

川什

木

市

に

引

き

t

げ

る

べ

き

だ

と

主

張

し

て

お

り
、

今

後

も
日
以

大

限

努－M

す

る

と

し

か
J
Z
U

え

な

い
。

私

学

助

成

の

問

題

も

含

め
、

大

学

に

世

界

水

準

の

研

究

を

求

め

る

の

で

あ

れ

ば

相

応

の

支

援

を

す

べ

き

で

す
。

こ

れ

は
、

行

革

や

独

法

化

と

は

分

け

て

考

え

る

必

要

が

あ

る

で

し

ょ

う
。

財

源

の

モ安

の

根

っ

こ

に

は
、

独

法

化

イ

コ

ー

ル

民

営

化

と

い

う

基

本

的

な

誤

解

が

あ

る

と

思

い

ま

す
。

先

ほ

ど

山・

し

t

げ

た

よ

う

に
、

独

立

採鉢

で

は

確実

に

維

持

で

き

な

い

恐

れ

が

あ

る

部

分

を

国

が

確

保

し

よ

う

と

い

う

の

が

独

立

行

政

法

人

な

ん

で

す
。

一

行

っ

て

み

れ

ば

人

文

学

部

や

理

学部
、

地

ん

大

口f

な

ど

に

日

配

り

す

る

た

め

の

制

度

で
、

お

っ

し

ゃ

る

よ

う

な

心

配

は

川県

川

だ

と

説

明

し

て

い

ま

す
。

た

だ

大

学

や

学

部

は
、

自

分

た

ち

の

や

っ

て

い

る

教

育
・

研

究

に

は

税

令．

を

投

入

す

る

州

航

が

あ

り
、

か

つ

成

川ボ

を

挙

げ

て

い

る

こ

と

を
、

国

民

に

理

解

し

て

も

ら

え

る

よ

う

努

力

す

る

必

要

が

あ

る
。

支

持

が

伴

ら

れ

な

け

れ

ば

独

法

化

し

な

く

て

も

早

晩

維

持

で

き

な

く

な

る

と

い

う

こ

と

も
、

併

せ

て

中

し

上

げ

て

い

ま

す
。

ー独法化によっ
て授
業料に
格差が生じ

る可能性もあるのでしょ
うか。

競

争

的

環

境

と

い

う

理

念

の
一

方

で
、

国

が

行

う

業

務

と

し

て

の

使命

が

あ

り
、

大

学

で

い

え

ば

能

力

に

応

じ

た

教育機会

の

提

供

と

い

う

こ

と

に

な

り

ま

す
。

民

常

化

で

な

く

独

法

化

で

あ

る

以

上

お

の

ず

と

制

約

が

休

ま

れ
、

大

学

の

判

断

で

勝下

に

似

卜．

げ

し

て

い

い

と

い

う

こ

と

に

は

な

ら

な

い

の

で

は

な

い

か
。

た

と

え

ば

上

限

と

ド

限

を

脱走

す

る

こ

と

も

与え

ら

れ

ま

す

が
、

独
L
弘

行

政

法

人

の

子

伐

の

’洲

み

－M

や

川

の

財

源的

問

を

ど

う

す

る

か

と

い

う

部

分

に

か

か

わ

っ

て

く

る

話

で
、

現

時点

で

ハ休

的

な

こ

と
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国立大学
の
段
階
で
す。

愚木
特
例
措
置
が
認
め
ら
れ
れ
ば、
独
法
化

を

容認す
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か。

由自
い
ろ
い
ろ
反
対意
見
も
あ
る
で
し
ょ
う

が、
私
は、

特例措置
が
認
め
ら
れ
れ
ば、
独
法

化
で
行
く

可能性
が
高
い
と
思っ
て
い
ま
す。

黒木

特例
措
置
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ

り得
る
と
み
て
い
らっ
し
ゃ
い
ま
す
か。

申
嶋
そ
の
可
能
性
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん。

特
例
措
置
に
つ
い
て
は、
「
要
す
る
に
鈎
の
国

立
大
学
が
ま
た
護
送
船
団
方
式
で
い
く
と
い
う

こ
と
か」
と
み
る
向
き
も
あ
り、
そ

う簡単
に
受

け
入
れ
ら
れ
る
と
は
思
え
ま
せ
ん。
仮
に
認
め

な
い
と
なっ
た
場
合、
国
立
大
学
を
ど
う
す
る

か
と
い
う
問
題
は
振
り
出
し
に
戻
り
ま
す。
文

部
省
が
描
い
た
シ
ナ
リ
オ
が
崩
れ、
定
員
削
減

も
ま
ず免
れ
な
い
で
し
ょ
う。
国
立
大
学
は
大

混
乱
と
な
る
し、
そ
こ
か
ら
私
学も
巻
き
込
ん

だ
大
学
ビ
ッ
グ
パ
ン
に
突
入
す
る
で
し
ょ
う。

法人格
に
よ
る

自律性保障が
必
要

申悔
い
ず
れ
に
し
て
も、
国
立
大
学
の
従
来

の
体
制
に
は、
数
多
く
の
問
題
が
あ
り
ま
す。

第一
に、
学
部
の
再
編
や
定
員
管
理、
予
算
な

ど、
何
を
や
る
に
も、
一
つ
ひ
と
つ
概
算
要
求

し、
文
部
省
の
認
可
を
必
要
と
す
る
こ
と。
い

ろ
い
ろ
説
明
し
て、

陳情
し
て、
よ
う
や
く
認

め
ら
れ
る
と
い
う
現
状
の
ま
ま
で
は、
大
学
の

自
主
性
は
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
し、
社
会
の
変

化
が
こ
れ
だ
け
激
し
い
中
で
は
対応
も
遅
れ
て

し
ま
い
が
ち
で
す。
そ
う
し
た
言っ
て
み
れ
ば

文
部
省
立
的
な
あ
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る
わ
け

で
す。
独
法
化
に
よっ
て
国
立
大
学
が
法
人
格

を
持
ち、
自
主
的
な
判断
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
こ
と
は、
大
き

な意味
が
あ
る
と
思
い
ま
す。

第
二
の
問
題
と
し
て、

今度
は
逆
に、
国
立
ゆ

え
に
国
家
予
算
を
使
い、
大
学自
治
と
い

う名

の
も
と
で
あ
る
意
味
で
は

勝手
な
こ
と
を
や
っ

て
き
た
と
い
う一
面
が
あ
り
ま
す。
社
会
が
ど

の
方
向
を
向
こ
う
が
あ
ま
り
気
に
す
る
こ
と
も

な
い、
窓
口
が
閉
ざ
さ
れ
た
状
態
で
す
ね。
た

と
え
ば、
大
学
の

会計、
運
営、
教
授
会
の
議

論
が
公
開
さ
れ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ

ん
し、
国
立
で
あ
り
な
が
ら、
教
授
が
ど
の
よ

う
に
し
て
選
ば
れ
る
の
か
す
ら一
般
の
人
に
は

知
ら
れ
て
い
な
い。

そ
の
た
め
日
本
の
国
立
大
学
は、
公
平
な
評

価
ゃ
い
い
意
味
で
の

競争
原
理
が
働
か
ず、
さ

ま
ざ
ま
な
部
分
が
枯
渇
し
て
金
属
疲
労
を
起
こ

し
て
い
る。
私
は、
創
世
紀
の
国
際
社
会
に
お

い
て、
日
本
の
大
学
に
最も
求
め
ら
れ
る
の
は

知
的
貢
献
だ
と
考
え
て
い
ま
す
が、
こ
の
ま
ま

で
は
ど
うも
心
も
と
な
い。
国
立
大
学
は
抜
本

的
な

改輩を
必
要
と
し
て
い
ま
す。

思木
確
か
に
改
革
は
急
務
で
し
ょ
う
が、
独

法
化
の
形を
と
る
必
要
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か。

申鴎
も
ち
ろ
ん、
独
法
化
とい

う特殊な
タ
ー

ム
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
と
言っ
て
い
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん。
し
か
し、

自律性を

保障

す
る
た
め
に
は
何
ら
か
の
法
人
格
が
必
要
で
党

黒木
し
か
し、
た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
で
は
州

立
大
学
の一
部
で
も
法
人
格
が
あ
り、
理
事会

が
学
長
を
選
任
し、
学
長
は
自
分
の
ス
タ
ッ
フ

を
招
集
し
て、
教
学一
切
の
管
理
を
行
う
シ
ス

テ
ム
に
なっ
て
い
ま
す。
日
本
で
も、
国
立
大

学
の
ま
ま
で
法
人
格
を
与
え
て、
改
革を
進
め

る
と
い
う
こ
と
は
想定
で
き
ま
せ
ん
か。

申鳴
今
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
独
法
化
が
ま

さ
に
そ
れ
で
し
ょ
う。

名称
は
国
立
を
残
し
て

い
い
し、
教
職
員
は
国
家
公
務
員
と
し
て
の
身

分
が
保障
さ
れ
る。
予
算
も
国
か
ら
く
る。
独

法
化
と
い
っ
て
も、
管
理
運
営
上
の
問
題
に
は

主
務
官
庁
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
加
え
ら
れ、
大

き
な
変
化
は
期
待
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と

い
っ
た
意
見
す
ら
あ
り
ま
す
が。

患木
今
回
の
独
法
化
の
問
題
は、
省
庁
の
ス

リ
ム
化
を
目
指
す
行
革先
行
の
も
の
で、
そ
れ

を
大
学
教
育
に
当
て
は
め
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ

に
無
理
が
あ
る
気
も
す
る
の
で
す
が。

申
嶋
し
か
し、
省
庁
を
ス
リ
ム
化
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
も
事
実
で
す。
金
の
か
か
ら

な
い
政
府
と
い

う万向
に
変
え
て
い
か
な
け
れ

ば、
国
家
財
政
は
破
綻
し
て
し
ま
い
ま
す。
国

営
と
い
う
形
態
は
も
う成
り
立
た
な
く
なっ
て

い
る
の
で
すc
大
学も
同
じ
で、

競争
原
理
が

機能
せ
ず
ツ
ケ
を
すべ
て
国
に
ま
わ
す
こ
と
自

体、
限
界
に
き
てい
るの
で
す勺

文部省案
へ
の
補
足
・

修
正
を

提示

思木
独
法
化
に
つ
い
て
の
先
生
の
お
考
え
は

よ
く
分
か
り
ま
し
た。
た
だ、
国
立
大

学全
体

と
し
て
の
意
思
表
示
は、
あ
ま
り
に
弱
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す。
国
大
協
は
2

年
前
の
総
会
で
反
対
の
立
場
を
打
ち
出
し
ま
し

た。
一
方
で、
先
の
第一
常
置
委
員
会
の
中
間

報
告
で
は、
反
対
の
立
場
を
堅
持
す
る
と
い
い

つ
つ
も
「
大
学
に
保
障
さ
れ
る
べ
き
条
件」
を

明
示
し
て
お
り、
そ
の
内
容
は
文
部
省
が
言
う

特例
措
置
に
近
い
も
の
が
あ
り
ま
す。
こ
れ
が

認
め
ら
れ
れ
ば
独
法
化
を
容
認
す
る
と
い
う
解

釈
も
可
能
で、
賛
成
な
の
か
反
対
な
の
か
は
っ

き
り
し
ま
せ
ん。

今後、
国
大
協
で
意
見
を
集

約
し
て
い
く
考
え
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か。

申
嶋
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
し、
そ
の
責
任
を

負っ
て
い
ま
す。
ω
も
の
大
学
が
あ
り
ま
す
か

ら、
賛
成
も
あ
れ
ば
反
対
も
あ
り、
今
の
段
階

で
は
バ
ラバ
ラ
で
す。
何
よ
り、
特
例
措
置
が

認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
で
独
立
行
政
法
人
と
し

て
の
大
学
の
中
身
は
全
く
違
っ
て
く
る
わ
け

で、
そ
の
結
論
が
出
る
ま
で
は
控訴
と
し
て
の

見
解
を
示
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん。

逆
に、
そ
こ
が
は
っ
き
り
決
ま
れ
ば、
そ
こ

か
ら
先
は
個
々
の
大
学
が
賛
成・
反
対
を一
言
う

問
題
で
は
な
く、
協
会
と
し
て
ま
と
め
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
考
え
て
い
ま
す。

最
大
の
ポ
イ
ン
ト
は
財
源
の
問
題
で、
国
立

学校特

別会計
が
維持
で
き
る
か
ど
う
か
で
し

ょ
う。
文
部
省
案
に
つ
い
て
は、
国
立
大
学
協

会
の
立
場
か
ら
補
足・
修
正
的
な
案を
出
し
て

お
り、
そ
れ
も
踏
ま
え
て
政
府
内
で
検
討
し
て

い
た
だ
き
た
い。
そ
の
た
め、
各
大
学へ
の
ア

ン
ケ
ー
ト
も
行っ
て
い
ま
す。
文
部
省
は
今
年

の
春
に
は
結
論
を
と
言っ
て
き
て
い
ま
す
が、

諸
般
の
事
情
で
少
し
延
び
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
感
触
を
私
は
持っ
て
お
り、
少
し
時
間
的

猶
予
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん。

思木
こ
れ
ま
で
国
立
大
学

関係者
の
閲
で
議

論
が
あ
ま
り
活
発
で
な
かっ
た
の
は、
大
学
人
が

何
も
言
わ
な
く
て
も
世
論
が
反
対
し
て
く
れ
る

と
い
う
期
待
が
あっ
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
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う
か。
と
こ
ろ
が
意
外
に一
般
の
人
々
の
関
心

は
薄
く、
国
立
大
学
擁
護
論
も
あ
ま
り
出
て
き官やませh代それはh個立大学宇hT肱の

独自性
や
魅
力
が
薄
れ
て
き
た
こ
と
が
要
因
だ

と
思
い
ま
す。

今後、
独
立
行
政
法
人
に
なっ
た

と
し
て
も、
国
の
税
金
を
使っ
て
運
営
さ
れ
る

大
学
と
し
て
の
独
自
性、

存在意義
は

依然
と

し
て
関
わ
れ
る
で
し
ょ
う
し、
そ
れ
を
ア
ピ
ー

ル
し
て
い
くべ
き
だ
と
思
い
ま
す
が。

申鳴
い
や、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん。

今後

は、
国
立
も
私
立
も
な
い。
国
立
大
学
と
し
て

で
は
な
く、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
が
主
体的
に
個

性
化
を
図
る
時
代
に
な
り
ま
す。
旧
帝
大
を
頂

点
と
す
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
構
造
や
護
送
船
団
方
式

は
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い。
独
法
化
の
問
題
を

抜
き
に
し
て
も
そ
う
な
る
は
ず
で
す。

思木
独
法
化
に
よっ
て

競争
原
理
に
さ
ら
さ

れ
る
と、
厳
し
い
経
営
状
況
に
陥
る
大
学
が
出

て
く
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
ま
す
ね。

申
嶋
そ
れ
は
仕
方
の
な
い
こ
と
か
も
し
れ
ま

せ
ん。
こ
れ
か
ら
は

民意
に
基
づ
く
政
治・
行

政
の
時
代
で
あ
り、
広
い

意味
で
の

市場原
理、

つ
ま

り自由
競争
の
時
代。
国
に
依
存
す
る
経

営
や
運
営
で
は
生
き
残
れ
な
い
と
い

う潮
流
の

中
で、
教
法
化
も
浮
上
し
て
き
た
わ
け
で
す。

思木
そ
う
し
た
状
況
の
中
で、

東京外
国
語

大
学
は
ど
の
よ
う
な
方
向
を
目指
し
ま
す
か。

申鴎
日
本
の
大
学
は
過
去
1
0
0
年
間
と
い

うも
の
外
国
文
化
の

A長
に
終
始
し、
発
信
型

に
は
な
り
得
な
か
っ
た。
こ
の
ま
ま
い
け
ば、

国
内
の
優
秀
な
若者
や
ア
ジ
ア
か
ら
の
留
学
生

は
日
本
の
大
学を
素
通
り
し
て
し
ま
い
ま
す。

本
学
で
は
ま
ず
国
際
競
争
力
を
つ
け、
学

術・
文
化
の
発
信
に
よっ
て
国
際
貢
献
の
で
き

る
大
学を
目
指
し
ま
す。
幸
い、

留常生
比
率がptb協とい日本の大学Tトvγですw

留
坐止｛
に
認
知
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
大

学
と
し
て
の
国

際競争力
が
あ
る
と
い
う
証
明

で
あ
り、
ア
ピ
ー
ル
ポ
イ
ン
ト
に
な
りま
す。

本
来、
大
学
と
は、

国籍
や
民
族、
人
種
に

こ
だ
わ
ら
な
い
マ
ル
チ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
場
で
あ

る
べ
き
で
す。
と
こ
ろ
が
日
本
の
大
学
は
こ
れ

ま
で
均
質性
を
重
ん
じ
る
あ
ま
り
民
族
主
義・

国家主
義
に
陥
り
が
ち
で
し
た。
世
界
中
か
ら

もっ
と

多様
な
掌生
が
集
い、
国
際
社
会
に
さ

ら
さ
れ
な
け
れ
ば
い
け
ない。
そ
こ
で、
本
学
で

は
ク
ラ
ス
自
体
が
異
文
化
交
流
の
場
に
な
る
よ

う
に
学
生
を
混
在
さ
せ、
外
国
語
で
も
授
業
を

進
め
る
よ
う
に
し
て
い
き
たい。
学
生
は
お
の
ず

と

発信型
の
人
材
に
成
長
し
てい
く
は
ず
で
・究

5 
大
字

選
口

は
総
A 
J:l 

大

誌
で
は
な

愚木
独
法
化
と
絡
ん
で
大
学
問
の
新
た
な
連

携
の
助
き
が
目
立
っ
て
い
ま
す。

東京外
国語

大
学も、
一
橋
大
学、

東京
工

業大
学、

東京

芸
術
大
学、

東京

医科歯科
大
学
と
の
述
合
構

想
に
つ
い
て
報
道
さ
れ
注
目
を
集
め
ま
し
た

が、
5
大
学
で
総
合
大
学
化
を
図
ろ
う
と
い
う

計
画
な
の
で
す
か。

申
嶋
そ
う
い
う
誤
解
が
あ
る
よ
う
で
す
が、

東京大
学
と
同
じ
地
域
に
総
合
大
学を
も
う一

つ
作っ
て
も
仕
方
が
な
い。
第
二

東大
は
目指

し
ま
せ
ん。
そ
れ
と、
こ
の
連
合
は
独
法
化
と

切
り
離
し
て
考
え
て
い
ま
す。
機
能
と
し
て
の

ユ
ニ
オ
ン
を
作
ろ
う
と
い
う
こ
と
で、
組
織
そ

の
も
の
が
融
合
し
て一
つ
に
な
る
の
で
は
な

い。
そ
も
そ
も、
総
合
大
学
に
つ
い
て
は
学
部開Tわ純張り争ゃなど繁F易vト版界

が

指摘
さ
れ
て
い
ま
す。

学内
で
協
力
し
て
学

際
的
な
研究
を
し
よ
う
と
思っ
て
も
難
し
い。

九
つ
の
キ
ャ
ン
パ
ス
を
持
つ
州
立
の
カ
リ
フ

ォ
ル
ニ
ア
大
学
が一
つ
の
モ
デ
ル
に
な
り
得
る

で
し
ょ
う
ね。
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
を
保
ち
な
が

ら
個
性
を
発
揮
し、
相
互
に

共鳴
し
て
い
く
関

係
が
理
想
的
で
す。
日
本
の
大
学
に
お
け
る
全

く
新
し
い
教
育・
研
究
形
態
と
し
て、
世
界
に

ア
ピ
ー
ル
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す。

名称
は
そ
の
ま
ま
「
5
大
学
連
合」
で
も
い
い

し、
「
東
京
ユ
ニ
オ
ン」
の
よ
う
な
も
の
で
も

い
い
で
し
ょ
う。

黒
木

総
合
大
学
の
学
部
聞
の
縄
張
り
意
識

が、
5
大
学
問
で
も
起
こ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ

ま
せ
ん
か。

申鴎
ど
の
大
学も
長
い
伝
統
を
持っ
て
い
ま

す
が、
そ
れ
ぞ
れ
が

特色
あ
る
学

部構成
で
互

い
に
異質
で
す
か
ら、
そ
の
種
の
問
題
は
少
な

い
と
思
い
ま
す。

患木

今後、
他
の
大
学を
述
合
に
加
え
る
可

能性
は
あ
り
ま
す
か。

申
嶋
そ
れ
が
難
し
い
と
は
言
い
ま
せ
ん
が、

こ
の
5
大
学
は
差
の
レ
ベ
ル
が
割合
に
等
し

い
と
い
う
特
徴
が
あ
る。
単
位
互
換
や
編
入
学

といっ
た
交
流
が
や
り
や
す
い
ん
で
す
ね。
い

い
意
味
で
の
エ
リ
ー
ト
を
養
成
す
る
こ
と
で
社

会
に
貢
献
し
た
い
と
思っ
て
い
ま
す。
ま
た、

5
大
学
の
学
生
数
を
合
わ
せ
る
と

京大
に
ほ
ぼ

匹
敵
す
る
と
い
う
の
も
ポ
イ
ン
ト
で、

予算
規

模
の
目
安
に
な
る
と
思
い
ま
す。
文
部
省
は、
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「
5
大
学
迎
合」
を
積
極
的
に
支
援
す
る
と
言

っ
て
く
れ
て
お
り、
期
待
し
て
い
ま
す。
個
々

’
o

＋晶
p
．a．－
h
f
－E

、

連
携
に
よっ
て
社会へ
の
還
元
皮
が
高
ま
る
と

い
う
こ
と
な
ら
説
得力
が
期す
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か。

黒木
「
5
大
学
迎
合」
に
刺
激
を
受
け、
他

地
域
で
も
連
合へ
の
動
き
が
予
想
さ
れ
ま
す。

連
合
を
成
功
さ
せ
る
に
は、
あ
る
程
度
学
生
の

レ
ベ
ル
が
均
質
で
あ
る
こ
と、
学

部構成
が
異

質
で
あ
る
こ
と
が
条
件
に
な
り
そ
う
で
す
ね。

申鳴
そ
の
通
り
で
す。
ま
た、
連
携・
協
力

が
可
能
な
距
離
と
い

う意
味
で、
地
域
性
も
重

要
だ
と
思
い
ま
すロ

黒木

学内
で
の
反
響
は
い
か
が
で
す
か。

申
嶋
新
聞
報
道
が
先
行
し
た
こ
と
で、
学
長

の
独
断
専
行
と
の
批
判
は
あ
り
ま
す
（
笑）。

で
も、

構想自
体
に
は
反
対
す
る
理
由
が
な
い

で
し
ょ
う。
社
会へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
も
大
き
い

し、

学生
や
O
B
か
ら
も
積極
的
に
支
持
さ
れ

て
い
ま
す。
他
の
大
学
か
ら
も
同
じ
よ
う
な
話

が
聞
こ
え
て
き
ま
す
ね。

黒木

最後
に
な
り
ま
す
が、
私
立
も
含
め
た

大
学
の

方向性を
ど
う
見
通
し
て
い
ま
す
か。

申
嶋
独
法
化
の
問
題
は
ま
だ
流
動
的
で
す。

し
か
し
こ
れ
が
ど
う
な
ろ
う
と
も、
日
本
の
大

学
が
大
変
動、
ビ
ッ
グ
パ
ン
の
時
代
に
入
る
こ

と
は
間違
い
あ
り
ま
せ
ん。
す
で
に一
部
で
動

き
が
出
て
い
る
わ
け
で
す
が、

今後、
大
学・

学
部
の
述
合、

統合・

再編
が一
挙
に
噴
出
し

て
く
る
で
し
ょ
う。
そ
れ
は
国
立
大
学
に
限つ

て
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん。
私
学
で
も
同
じ

状
況
が
生
じ
る
と
予想
し
て
い
ま
す。
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