
1 はじめに

は
じ
め
に

い
ま
、
大
学
は
二
一
世
紀
生
ま
れ
の
世
代
を
受
け
入
れ
始
め
て
い
ま
す
。
一
方
、
大
学
教
員
と
い
え
ば
二
〇
世
紀
、
そ
の
多
く
は

昭
和
世
代
で
す
。
二
つ
の
世
代
に
共
通
す
る
の
は
、
と
も
に
今
世
紀
、
そ
し
て
令
和
の
時
代
を
生
き
、
学
問
を
行
っ
て
い
る
と
い
う

点
で
し
ょ
う
か
。
さ
て
、
そ
の
令
和
は
、
初
代
の
大
化
か
ら
数
え
て
平
成
に
次
ぐ
二
四
八
代
目
の
新
し
い

4

4

4

元
号
で
す
。
日
本
の
元
号

は
、
こ
こ
に
至
っ
て
初
め
て
、
従
来
の
中
国
の
古
典
（
四
書
五
経
）
で
は
な
く
、
日
本
の
古
典
（『
万
葉
集
』）
を
出
典
と
し
ま
し
た
。

こ
の
意
味
で
も
令
和
は
新
し
い

4

4

4

元
号
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
、「
新
し
い
元
号
」
と
い
う
と
き
の
「
新
し
い
」
と
い

う
語
に
は
、「
そ
れ
よ
り
前
（
平
成
）
の
後
。
そ
の
次
」
と
い
う
意
味
と
、「
そ
れ
（
平
成
）
ま
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
、
従
来
と
は
質

的
に
異
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
意
味
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

こ
う
し
て
新
し
い
令
和
の
時
代
に
入
っ
た
い
ま
、
学
校
教
育
に
お
い
て
は
平
成
に
告
示
さ
れ
た
新
し
い
学
習
指
導
要
領
が
次
年
度

以
降
、
小
学
校
か
ら
順
次
、
実
施
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
中
で
、
国
語
科
は
教
科
の
目
標
を
「
言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
を
働
か

せ
、
言
語
活
動
を
通
し
て
、
国
語
で
正
確
に
理
解
し
適
切
に
表
現
す
る
資
質
・
能
力
を
（
略
）
育
成
す
る
こ
と
を
目
指
す
」（
小
学
校
・

中
学
校
）
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
古
典
に
つ
い
て
み
る
と
、
引
き
続
き
「
我
が
国
の
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
」
の
中
で
日
本
の
伝

統
的
な
言
語
文
化
と
し
て
位
置
付
け
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
小
学
校
・
中
学
校
で
の
古
典
教
育
で
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
昔
話
や

神
話
な
ど
を
聞
く
こ
と
か
ら
始
め
、
文
語
調
の
文
章
や
古
典
の
音
読
・
朗
読
・
暗
唱
、
歴
史
的
背
景
に
注
意
し
て
読
む
こ
と
な
ど
を
通
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『
万
葉
集
』
の
語
「
隠
沼
」
の
訓
読
に
つ
い
て
論
じ
た
ア
メ
リ
カ
人
の
万
葉
研
究
者
・
ロ
ー
レ
ン
＝
ウ
ォ
ー
ラ
ー
氏
、
明
治
の
民
権

思
想
の
啓
蒙
書
『
民
権
自
由
論
』
の
表
現
に
つ
い
て
論
じ
た
ベ
ル
ギ
ー
人
の
日
本
文
化
研
究
者
・
ヨ
ー
ス
＝
ジ
ョ
エ
ル
氏
の
論
考
で

す
。
両
氏
に
と
っ
て
は
外
国
語
で
あ
る
日
本
語
で
書
か
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
古
典
と
正
面
か
ら
向
き
合
い
、
そ
の
価
値
が
日
本
の
社
会
、

そ
し
て
日
本
人
の
中
に
内
面
化
さ
れ
る
様
相
を
描
出
し
て
い
ま
す
。
両
氏
の
存
在
は
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
「
古
典
」
を
こ
れ

か
ら
の
「
新
し
い
古
典
」
と
し
て
創
造
し
、
継
承
し
て
い
く
一
つ
の
姿
と
し
て
銘
記
さ
れ
る
も
の
と
い
え
ま
す
。

さ
て
、
以
下
に
本
書
の
構
成
と
論
考
に
つ
い
て
簡
単
な
説
明
を
し
て
お
き
ま
す
。

Ⅰ
「
古
典
文
学
」
は
、
上
代
の
『
古
事
記
』（
七
一
二
年
）
か
ら
近
代
の
『
土
』（
一
九
一
〇
年
）
ま
で
を
対
象
と
す
る
一
六
の
論

考
と
古
典
漢
文
の
視
点
に
よ
る
一
つ
の
論
考
、
計
一
七
の
論
考
で
構
成
し
ま
し
た
。
最
初
の
論
考
で
は
、「
新
し
い
古
典
」
の
意
味

を
吟
味
し
た
上
で
、
正
統
派
古
典
で
あ
る
『
古
事
記
』
を
対
象
に
文
字
列
を
当
形
に
即
し
て
読
み
解
く
こ
と
の
必
要
を
説
い
て
い
ま

す
。
こ
れ
に
続
く
論
考
で
は
、
馴
染
み
が
あ
る
作
品
に
対
し
て
は
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
を
は
じ
め
と
す
る
多
様
な
現
代
的
な
視
点
か
ら
独
自
の

照
射
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
馴
染
み
が
薄
い
と
思
わ
れ
る
作
品
に
対
し
て
は
そ
の
照
射
に
加
え
て
作
品
の
内
容
や
価
値
に
つ

い
て
懇
切
な
分
析
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
最
後
の
論
考
で
は
、
日
本
の
古
典
、
我
が
国
の
伝
統
的
な
言
語
文
化
の
理
解
に
と
っ
て
不

可
欠
な
古
典
漢
文
の
素
養
を
掘
り
起
こ
す
中
で
、
次
世
代
に
そ
れ
が
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
へ
の
期
待
を
述
べ
て
い
ま
す
。

Ⅱ
「
国
語
教
育
」
は
、
日
本
の
学
校
教
育
に
お
け
る
古
典
の
位
置
付
け
と
そ
の
学
習
指
導
に
関
す
る
四
つ
の
論
考
で
構
成
し
ま
し

た
。
そ
こ
で
は
、
古
典
教
材
と
し
て
小
学
校
の
昔
話
（「
か
ぐ
や
姫
」）
か
ら
中
学
校
の
『
竹
取
物
語
』、
高
等
学
校
で
は
『
更
級
日

記
』「
門
出
」、『
伊
勢
物
語
』「
筒
井
筒
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
特
に
中
学
校
の
古
典
教
育
で
は
、
小
学
校
で
の
昔
話
・
神
話
な

し
て
古
典
の
世
界
に
親
し
む
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
と
わ
ざ
・
慣
用
句
・
故
事
成
語
を
知
り
、
古
典
の
解
説
文
、
現
代
語
訳
や
語
注
付
き

の
古
典
を
読
ん
で
先
人
の
も
の
の
見
方
・
考
え
方
・
感
じ
方
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
指
導
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う

な
時
宜
を
得
て
私
た
ち
は
い
ま
、
本
書
『
次
世
代
に
伝
え
た
い
新
し
い
古
典

─
「
令
和
」
の
言
語
文
化
の
享
受
と
継
承
に
向
け
て
』
を

世
に
送
り
出
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
次
に
、
こ
の
書
名
の
意
味
に
関
し
て
少
し
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
「
新
し
い
」
と
い
う
語
は
、
古
語
の
「
あ
ら
た
し
〈
新
〉」
と
「
あ
た
ら
し
〈
可
惜
〉」
に
由
来
す
る
形
容
詞
で
す
。
歴

史
的
に
見
る
と
、
上
代
語
の
「
あ
ら
た
4

4

し
」
が
音
変
化
し
て
平
安
時
代
以
降
に
「
あ
た
ら
4

4

し
」
へ
と
語
形
変
化
し
ま
し
た
。
こ
う
し

て
生
ま
れ
た
「
あ
た
ら
し
」
と
い
う
語
は
、
も
と
の
「
あ
ら
た
し
〈
新
〉」
の
意
味
に
加
え
て
「
あ
た
ら
し
〈
可
惜
〉」
に
由
来
す
る

意
味
、
つ
ま
り
、
対
象
の
中
に
〈
す
ば
ら
し
さ
〉
が
認
め
ら
れ
る
状
態
を
も
表
す
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
対
象
と
は
、
本
書
で
は

「
古
典
」
を
指
し
ま
す
。
そ
の
「
古
典
」
の
「
典
」
と
い
う
漢
字
は
、「
丌キ
」
す
な
わ
ち
机
の
上
に
「
冊
」
す
な
わ
ち
書
冊
・
書
物
を

高
く
載
せ
た
さ
ま
を
表
す
会
意
文
字
で
す
。
ま
た
、
中
国
で
は
「
典ハ
常
也
。
経
也
。」
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、「
古
典
」
は
古
く
て
、

し
か
も
恒
常
性
、
永
続
性
を
持
つ
書
物
を
指
し
ま
す
。
す
る
と
、「
新
し
い
」
と
「
古
典
」
が
連
結
し
た
「
新
し
い
古
典
」
と
は
、

古
く
て
も
、
そ
れ
以
前
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
、
し
か
も
そ
の
中
に
〈
す
ば
ら
し
さ
〉
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
書
物
、
古
今
を
貫

い
て
変
わ
ら
な
い
価
値
を
有
す
る
書
物
、
さ
ら
に
次
代
に
お
い
て
も
価
値
を
有
す
る
書
物
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

で
は
、
具
体
的
に
は
、
ど
の
書
物
、
ど
う
い
っ
た
作
品
が
「
新
し
い
古
典
」
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
ら
に
は
、
い
っ
た
い
ど
の

よ
う
な
価
値
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
問
い
に
「
次
世
代
に
伝
え
た
い
」
と
い
う
観
点
を
添
え
て
、
新
進
気

鋭
の
研
究
者
か
ら
熟
練
の
域
に
至
る
ま
で
の
研
究
者
、
教
育
者
の
方
々
に
執
筆
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
そ
の
中
で
も
目
を
引
く
の
は
、
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ど
の
学
習
と
関
連
付
け
て
導
入
し
、
高
等
学
校
で
の
古
典
学
習
へ
接
続
す
る
と
い
う
系
統
性
の
視
点
に
基
づ
く
指
導
が
重
要
に
な
り

ま
す
。
一
方
、
高
等
学
校
で
は
言
語
活
動
を
重
視
し
た
主
体
的
・
対
話
的
な
古
典
授
業
へ
の
転
換
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

Ⅲ
「
日
本
文
化
」
は
、
新
し
い
古
典
が
成
立
す
る
基
盤
と
も
な
る
日
本
の
社
会
に
根
付
い
て
い
る
文
化
と
い
う
視
点
に
よ
る
三
つ

の
論
考
で
構
成
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
芥
川
龍
之
介
に
よ
っ
て
再
発
見
さ
れ
た
『
今
昔
物
語
集
』
の
中
の
民
衆
世
界
、
ま
た
、
植

木
枝
盛
の
リ
ベ
ラ
ル
な
『
民
権
自
由
論
』
に
よ
っ
て
近
代
の
民
衆
に
啓ひ
ら

か
れ
た
政
治
思
想
、
そ
し
て
昔
語
り
や
古
典
を
聴
く
こ
と
で

新
た
に
獲
得
さ
れ
る
学
校
社
会
で
の
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
に
つ
い
て
解
き
明
か
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
い
ず
れ
の
論
考
に
お
い
て
も
、
そ
こ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
執
筆
者
が
取
り
上
げ
た
書
物
や
作
品
、
対
象
の
中
に

捉
え
た
発
見
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
窺
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
ら
は
、
必
ず
し
も
こ
れ
ま
で
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
、
ま
っ
た

く
初
め
て
の
「
新
た
な
発
見
（
新
発
見
）」
と
は
限
り
ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も
対
象
を
再
分
析
す
る
中
で
も
た
ら
さ
れ
た
対
象
の

内
部
（
ま
た
は
執
筆
者
の
内
部
）
に
お
け
る
「
改
め
て
の
発
見
（
再
発
見
・
再
認
識
）」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
本
書
を
通

じ
て
、
読
者
が
そ
う
い
っ
た
発
見
に
触
れ
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
、
気
づ
か
な
か
っ
た
新
た
な
古
典
の
世
界
に
興

味
・
関
心
あ
る
い
は
問
題
意
識
を
持
ち
、
本
書
に
登
場
し
た
古
典
を
手
に
取
る
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
編
者
と
し
て
こ
の
上
な
い

幸
い
で
す
。
ま
た
、
読
者
自
身
に
よ
る
「
新
し
い
古
典
」
の
探
索
、
そ
こ
に
す
ば
ら
し
い
出
会
い
が
訪
れ
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。
と

い
う
の
も
、
そ
の
こ
と
が
古
典
な
る
も
の
を
古
典
た
る
も
の

4

4

4

4

4

4

と
し
て
次
世
代
に
受
け
継
い
で
い
く
契
機
に
な
る
と
信
じ
る
か
ら
で
す
。
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