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大
学
の
改
革
問
題
に
着
手
す
る
と
き
に
は
、
大
学
の
使
命
や
大
学
の
自

治
や
学
問
の
自
由
と
い
う
、
思
想
上
の
根
本
原
理
に
言
及
す
る
の
が
、
大

学
人
に
と
っ
て
、
当
然
の
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
今
回
の
大
学
改
革
に
お

い
て
、
こ
の
理
念
が
正
面
切
っ
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
こ
の
上
か

ら
の
改
革
に
対
し
て
散
発
的
な
抵
抗
が
試
み
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ

も
社
会
の
共
感
を
呼
ぶ
こ
と
は
な
く
終
息
し
て
い
る
。
過
去
、
大
学
闘
争

の
中
で
変
革
の
意
識
を
抱
い
て
求
め
ら
れ
た
講
座
制
解
体
は
、
時
の
経
過

の
中
で
皮
肉
に
も
対
極
に
位
置
し
て
い
た
思
想
に
よ
っ
て
導
か
れ
、
現
在
、

そ
の
改
革
は
着
実
に
進
行
し
て
い
る
。

時
代
の
子
で
あ
る
哲
学
も
ま
た
、
大
学
内
に
お
い
て
教
育
と
研
究
を
続

行
す
る
か
ぎ
り
、
そ
の
影
響
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
大
学
の

開
放
と
管
理
の
既
定
方
針
の
も
と
に
「
教
育
と
研
究
の
分
割
」
は
浸
透
し

て
き
て
い
る
。
高
度
な
技
術
ー
科
学
文
明
を
推
進
す
る
特
殊
化
さ
れ
た
専

門
諸
科
学
と
企
業
工
場
の
分
業
諸
過
程
の
論
理
が
、
こ
の
開
放
と
管
理
と

分
割
と
を
強
い
力
で
促
し
て
い
る
。
こ
れ
が
時
代
と
社
会
の
要
請
で
あ
り
、

巻

頭

の

辞

こ
れ
に
応
ず
る
こ
と
が
大
学
の
使
命
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
る
。

孤
独
と
自
由
の
理
念
の
も
と
に
「
教
育
と
研
究
の
一
致
」
を
目
指
し
た

フ
ン
ボ
ル
ト
の
大
学
の
理
想
像
は
、
遥
か
遠
い
昔
の
出
来
事
と
な
っ
て
い

る
。
孤
独
と
自
由
の
幻
想
の
中
で
自
治
が
消
失
し
た
よ
う
に
、
喧
騒
と
統

制
と
が
入
り
乱
れ
る
中
で
自
治
の
精
神
は
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
学
の
伝
統
を
創
設
し
た
者
を
祖
に
も
つ
者
は
、
も
う
一
度
、

大
学
の
理
念
を
構
築
す
る
基
盤
を
作
り
、
そ
れ
に
向
け
て
努
力
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
哲
学
を
学
ぶ
者
は
、
こ
の
運
命
か
ら
身
を
逸
ら
す
こ
と

は
で
き
な
い
。

大
学
の
根
本
問
題
を
論
ず
る
と
き
に
必
須
の
批
判
的
自
省
の
視
野
か

ら
、
大
学
を
「
真
理
の
認
識
と
啓
蒙
と
自
己
批
判
的
反
省
と
に
役
立
つ
責

務
を
も
つ
機
関
」
と
し
て
規
定
し
た
現
代
の
哲
学
者
の
洞
察
が
吟
味
さ
れ

て
し
か
る
べ
き
時
が
き
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
開
か
れ
た
理
性
に

し
た
が
っ
て
思
惟
し
行
動
す
る
こ
と
を
自
ら
に
課
し
て
、
教
育
と
研
究
と

を
通
じ
て
道
徳
的
精
神
的
活
力
を
大
学
に
蘇
ら
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
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共
感
と
連
帯
と
を
呼
ぶ
理
念
が
未
だ
創
出
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
大
学
人

は
、
教
育
と
研
究
の
現
実
的
成
果
を
示
し
、
そ
れ
を
継
続
す
る
責
務
を
負
っ

て
い
る
。
改
革
さ
れ
た
大
講
座
制
と
共
に
誕
生
し
た
、
こ
の
学
術
研
究
誌

は
、
古
代
と
中
世
と
近
代
の
大
哲
学
者
と
そ
の
業
績
と
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ

る
名
の
み
で
は
な
く
、
そ
の
内
容
を
備
え
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

る
。
彼
ら
の
哲
学
が
教
育
と
研
究
の
一
致
し
た
成
果
と
そ
の
時
代
精
神
と

を
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
『
メ
タ
フ
ュ
シ
カ
』
も
ま
た
そ

哲
学
講
座
刊
行
の
『
メ
タ
フ
ュ
シ
カ
』
は
、
そ
の
前
身
と
な
る
旧
哲
学

哲
学
史
第
一
講
座
刊
行
の
『
カ
ル
テ
シ
ア
ー
ナ
』
と
、
旧
哲
学
哲
学
史
第

二
講
座
刊
行
の
『
哲
学
論
叢
』
、
『
カ
ン
テ
ィ
ア
ー
ナ
』
の
後
か
ら
登
場
し
、

旧
倫
理
学
講
座
の
参
加
を
得
て
、
こ
れ
ら
の
学
術
研
究
誌
を
統
合
す
る
役

割
を
に
な
っ
て
い
る
。
変
化
す
る
時
代
精
神
の
中
で
「
教
育
と
研
究
の
一

致
」
と
い
う
新
し
い
第
三
の
結
晶
作
用
が
、
毎
年
、
実
を
結
ぶ
こ
と
を
祈

念
し
て
い
る
。

平
成
八
年
九
月

う
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
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