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報
告
二

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
と
学
問
の
自
由 

―
―
新
型
コ
ロ
ナ
禍
か
ら
み
た
大
学
・
学
問
の
役
割
―
―

大
林
啓
吾

序
　

新
型
コ
ロ
ナ
禍
は
、
外
出
自
粛
や
営
業
自
粛
な
ど
日
常
生
活

に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
が
、
大
学
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ

た
。
た
と
え
ば
、
対
面
授
業
か
ら
リ
モ
ー
ト
授
業
へ
の
切
り
替

え
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ま
で
対
面
を
前
提
と
し
て
い

た
多
く
の
大
学
に
と
っ
て
そ
れ
は
大
転
換
を
迫
る
も
の
で
あ
っ

た
。
特
に
当
初
は
、
大
学
が
管
理
す
る
ウ
ェ
ブ
シ
ス
テ
ム
の
設

定
、
大
学
の
サ
ー
バ
ー
の
容
量
、
出
席
カ
ウ
ン
ト
方
法
、
試
験

方
法
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
の
方
法
、
学
生
の
オ
ン
ラ
イ
ン
環
境

な
ど
次
々
と
浮
上
す
る
検
討
事
項
と
そ
の
膨
大
な
作
業
量
に
圧

倒
さ
れ
、
あ
る
意
味
大
学
全
体
が
通
常
業
務
を
で
き
な
い
縛
り

の
中
で
フ
ル
稼
働
し
て
い
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
授
業
以
外
に

も
、
教
授
会
等
の
開
催
方
法
、
大
学
ス
タ
ッ
フ
や
学
生
の
健
康

管
理
方
法
、
研
究
活
動
の
方
法
な
ど
、
様
々
な
課
題
に
直
面
し

た
。

　

こ
の
よ
う
に
コ
ロ
ナ
禍
は
大
学
全
体
を
翻
弄
し
た
側
面
が
あ

る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
下
に
お
い
て
大
学
や
学

問
を
い
か
に
機
能
さ
せ
る
か
、
さ
ら
に
は
い
か
な
る
役
割
を
果

た
す
べ
き
か
と
い
う
問
い
を
も
た
ら
し
た
と
も
い
え
る
。
そ
こ

で
本
稿
で
は
、
憲
法
が
保
障
す
る
学
問
の
自
由
の
観
点
か
ら
こ

の
問
い
を
考
え
る
。

1　

新
型
コ
ロ
ナ
禍
の
大
学
と
研
究
者

　

新
型
コ
ロ
ナ
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
よ
り
、
大
学
は
様
々
な
問
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題
に
直
面
し
た
。
二
〇
二
〇
年
四
月
初
旬
に
緊
急
事
態
宣
言
が

発
出
さ
れ
、
多
く
の
大
学
は
授
業
の
開
始
を
遅
ら
せ
ざ
る
を
え

な
く
な
っ
た
。
問
題
は
授
業
を
開
始
す
る
ま
で
に
、
い
か
に
オ

ン
ラ
イ
ン
授
業
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
か
で
あ
っ
た
。
シ
ス
テ

ム
構
築
と
同
時
に
授
業
コ
ン
テ
ン
ツ
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
、
あ
ら
ゆ
る
大
学
の
組
織
、
教
員
、
職
員
が
そ
の
準

備
に
忙
殺
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
も
そ
も
オ
ン
ラ
イ
ン
授

業
に
も
複
数
の
選
択
肢
が
あ
り
、
オ
ン
デ
マ
ン
ド
動
画
を
配
信

す
る
の
か
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
す
る
の
か
、
対
面
と
オ
ン
ラ
イ

ン
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
に
す
る
の
か
、
ウ
ェ
ブ
会
議
サ
ー
ビ
ス
は

ど
れ
を
利
用
す
る
か
な
ど
が
あ
り
、
そ
れ
を
全
学
共
通
と
す
る

か
、
科
目
の
性
質
に
応
じ
て
変
え
る
か
、
教
員
個
人
に
委
ね
る

か
な
ど
の
問
題
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
出
席
確
認
、
試
験
方
法
、

実
習
科
目
の
代
替
な
ど
、
当
初
は
様
々
な
懸
案
事
項
を
検
討
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

大
学
が
直
面
し
た
問
題
は
授
業
に
限
ら
れ
ず
、
ス
タ
ッ
フ
や

学
生
の
健
康
管
理
、
大
学
や
教
授
会
の
意
思
決
定
方
法
、
大
学

お
よ
び
学
生
の
オ
ン
ラ
イ
ン
環
境
整
備
、
授
業
料
問
題
、
研
究

継
続
方
法
の
問
題
な
ど
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
ほ
ど
多
く
の
問
題

が
あ
っ
た
。

　

リ
ス
ク
社
会
に
お
い
て
は
政
府
の
み
な
ら
ず
大
学
に
も
様
々

な
リ
ス
ク
対
応
需
要
が
存
在
し
、
大
学
は
健
康
的
ケ
ア
、
精
神

的
ケ
ア
、
金
銭
的
ケ
ア
、
イ
ン
フ
ラ
的
ケ
ア
、
情
報
的
ケ
ア
な

ど
多
様
な
ニ
ー
ズ
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ

が
具
体
的
な
形
で
一
挙
に
押
し
寄
せ
た
の
が
新
型
コ
ロ
ナ
禍
で

あ
っ
た
と
も
い
え
る
。

　

こ
う
し
た
中
、
新
型
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
大
学
が
体
験
し
た

こ
と
は
少
な
く
と
も
当
初
は
多
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
コ
ス
ト
が

か
か
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
ば

か
り
で
は
な
く
、
将
来
に
い
か
せ
る
側
面
も
併
有
す
る
。
そ
こ

で
本
稿
で
は
、
学
問
の
自
由
の
観
点
か
ら
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
下
に

お
い
て
大
学
や
学
問
が
果
た
し
う
る
役
割
を
考
察
す
る
。
一
般

に
、
憲
法
が
保
障
す
る
学
問
の
自
由
は
公
権
力
か
ら
の
不
当
な

介
入
を
防
ぐ
た
め
の
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は

様
々
な
場
面
で
学
問
の
自
由
が
問
題
に
な
る
こ
と
が
あ
り
、
そ

う
し
た
学
問
の
自
由
の
多
義
的
性
格
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
の
本

質
た
る
真
理
の
探
究
を
軸
に
大
学
や
学
問
が
果
た
す
公
共
的
機

能
を
考
え
る
。

2　

学
問
の
自
由
と
大
学
の
自
治

　

憲
法
二
三
条
は
「
学
問
の
自
由
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
」
と

規
定
し
て
い
る
。
き
わ
め
て
シ
ン
プ
ル
な
条
文
で
あ
る
が
、
日
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本
で
は
戦
時
中
に
天
皇
機
関
説
事
件）1
（

な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
大

学
研
究
者
の
学
問
の
教
育
研
究
活
動
が
制
約
さ
れ
た
と
い
う
背

景
も
あ
り
、
憲
法
二
三
条
は
主
に
大
学
に
お
け
る
学
問
の
自
由

に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
た
も
の
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る）2
（

。
そ

の
た
め
、
大
学
を
中
心
に
、
公
権
力
に
よ
っ
て
研
究
活
動
や
成

果
発
表
が
妨
げ
ら
れ
な
い
こ
と
が
学
問
の
自
由
を
保
障
す
る
趣

旨
と
解
さ
れ
て
い
る）3
（

。

　

し
た
が
っ
て
、
学
問
の
自
由
は
国
家
か
ら
の
介
入
を
防
ぐ
防

御
権
的
側
面
が
強
い
と
い
え
る
が
、
実
際
に
は
様
々
な
学
問
の

自
由
に
関
わ
る
問
題
が
存
在
し
、
そ
れ
に
応
じ
た
対
応
が
必
要

と
な
る
。
た
と
え
ば
、
教
育
研
究
に
は
資
金
が
必
要
で
あ
る
が
、

学
問
の
性
質
上
、
必
ず
し
も
資
金
が
十
分
で
な
い
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
場
合
、
国
が
大
学
に
対
し
て
助
成
金
を
出
す
こ
と
が
あ
る

が
、
助
成
金
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
は
大
学
へ
の
干
渉
に
な
る
こ

と
が
あ
る
。
ま
た
、
日
本
の
場
合
は
憲
法
八
九
条）4
（

と
の
関
係
で

国
に
よ
る
私
学
助
成
の
合
憲
性
の
問
題
も
あ
る
。
さ
ら
に
は
私

的
助
成
も
問
題
に
な
る
場
合
が
あ
り
、
た
と
え
ば
資
金
提
供
を

理
由
に
大
学
の
活
動
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
よ
う
な
私
的
助
成
金）5
（

は

学
問
の
自
由
と
の
関
係
で
ど
こ
ま
で
許
容
さ
れ
る
の
か
と
い
っ

た
問
題
も
あ
る
。
関
連
し
て
、
昨
今
は
産
学
連
携
や
地
域
連
携

が
求
め
ら
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
大
学
の
社
会
的
意
義
や
研
究
の

社
会
的
還
元
な
ど
も
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

　

ま
た
、
大
学
内
に
お
い
て
は
、
大
学
、
教
授
会
、
教
授
（
個

人
）
の
三
者
が
そ
れ
ぞ
れ
学
問
の
自
由
を
享
受
し
て
お
り
、
相

互
に
衝
突
す
る
場
面
が
生
じ
た
場
合
に
ど
の
よ
う
に
解
決
を
は

か
る
か
と
い
っ
た
問
題
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
学
問
の
自
由
は
対
国
家
性
の
み
な
ら
ず
様
々

な
場
面
で
問
題
と
な
り
、
ま
た
ア
ク
タ
ー
も
複
数
に
わ
た
る
。

そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
学
問
の
自
由
が
ア
ク
タ
ー
の
い
ず
れ

か
に
か
か
わ
ら
ず
そ
の
核
心
に
す
え
て
い
る
要
素
が
あ
る
。
そ

れ
が
真
理
の
探
究
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
東
大
ポ
ポ
ロ
事
件
判
決）6
（

が
そ
の
内
実
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。
判
決
は
、
学
問
の
自
由
は
「
学
問
的
研
究

の
自
由
と
そ
の
研
究
結
果
の
発
表
の
自
由）7
（

」
を
含
み
、
広
く
す

べ
て
の
国
民
に
そ
う
し
た
自
由
が
保
障
さ
れ
る
と
と
も
に
、

「
大
学
が
学
術
の
中
心
と
し
て
深
く
真
理
を
探
究
す
る
こ
と
を

本
質
と
す
る
こ
と
に
か
ん
が
み
て
、
特
に
大
学
に
お
け
る
そ
れ

ら
の
自
由
を
保
障
す
る
こ
と
を
趣
旨）8
（

」
と
す
る
も
の
で
あ
る
と

し
た
。
こ
こ
で
は
、
大
学
が
学
問
の
自
由
の
中
心
に
あ
る
こ
と

を
示
す
と
と
も
に
、
大
学
の
本
質
が
真
理
の
探
究
で
あ
る
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
最
高
裁
は
こ
の
本
質
に
基
づ
き
、

学
問
の
自
由
の
内
容
が
導
出
さ
れ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
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「
大
学
の
学
問
の
自
由
と
自
治
は
、
大
学
が
学
術
の
中
心
と
し

て
深
く
真
理
を
探
求
し
、
専
門
の
学
芸
を
教
授
研
究
す
る
こ
と

を
本
質
と
す
る
こ
と
に
基
づ
く
か
ら
、
直
接
に
は
教
授
そ
の
他

の
研
究
者
の
研
究
、
そ
の
結
果
の
発
表
、
研
究
結
果
の
教
授
の

自
由
と
こ
れ
ら
を
保
障
す
る
た
め
の
自
治
と
を
意
味
す
る
と
解

さ
れ
る）9
（

。」
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
大
学
が
真
理
の
探
究
を
本
質
と
す
る
こ
と
を

か
ん
が
み
て
、
大
学
を
中
心
に
学
問
の
自
由
が
保
障
さ
れ
る
と

し
て
い
る
。

3　

憲
法
二
三
条
が
保
障
す
る
意
味

　
「
真
理
の
探
究
」
と
い
え
ば
、
憲
法
学
に
お
い
て
は
表
現
の

自
由
の
保
障
根
拠
の
一
要
素
が
想
起
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
か

つ
て
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
の
ホ
ー
ム
ズ
裁
判
官
が
提
示
し
た

思
想
の
自
由
市
場
論）（1
（

を
基
に
エ
マ
ソ
ン
が
提
示
し
た
真
理
の
探

究
で
あ
る）（（
（

。
す
な
わ
ち
、
何
が
真
理
な
の
か
に
つ
い
て
は
自
由

な
討
論
に
任
せ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
で
勝
ち
残
っ
た
内
容
を

真
理
と
み
な
す
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
学
問
の
自
由
に
お

け
る
真
理
の
探
究
は
表
現
の
自
由
で
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
そ
れ

と
同
じ
内
容
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
題
は
二
三
条
の
存
在
意
義
に
関
わ
る
。
外
国
の
憲
法

の
中
に
は
学
問
の
自
由
に
関
す
る
規
定
を
設
け
ず
、
表
現
の
自

由
の
中
に
そ
れ
を
含
む
と
す
る
場
合
が
あ
り
、
表
現
の
自
由
と

の
異
同
に
関
心
が
集
ま
っ
た）（1
（

。
た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

憲
法
は
学
問
の
自
由
に
関
す
る
定
め
を
設
け
て
い
な
い
が
、
学

問
の
自
由
は
表
現
の
自
由
を
保
障
す
る
修
正
一
条）（1
（

に
よ
っ
て
保

障
さ
れ
る
こ
と
は
判
例
・
学
説
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る）（1
（

。
た

だ
し
、
ア
メ
リ
カ
で
は
対
抗
関
係
に
応
じ
て
専
門
家
集
団
と
し

て
の
学
問
の
自
由
（professional academ

ic freedom

）
と
表

現
の
自
由
と
し
て
の
学
問
の
自
由
（the legal concept of 

academ
ic freedom

）
を
分
け
る
傾
向
に
あ
る）（1
（

。
前
者
は
、
ア

メ
リ
カ
教
授
協
会
の
宣
言
に
あ
る
よ
う
な
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ

ル
コ
ー
ド
を
指
し
倫
理
規
範
に
基
礎
づ
け
ら
れ
、
主
に
大
学
と

教
授
間
の
関
係
を
念
頭
に
、
研
究
、
発
表
、
授
業
が
大
学
に

よ
っ
て
検
閲
さ
れ
な
い
こ
と
を
求
め
る
。
一
方
、
後
者
は
修
正

一
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
判
例
法
理
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
を
指
し
、
国
家
と
の
対
抗
関
係
で
語

ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
大
学
の
自
治
と
教
授
の
自
由
を
主
な
内

容
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
日
本
で
は
表
現
の
自
由
と
は
別
に
学

問
の
自
由
規
定
を
置
い
た
意
味
が
問
わ
れ
る
。

　

ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
学
問
の
自
由
が
大
学
を
中
心
に
認

め
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
市
民
社
会
に
お
け
る
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表
現
の
自
由
と
異
な
り
、
大
学
の
自
治
や
研
究
の
自
由
な
ど
特

殊
な
保
障
が
認
め
ら
れ
る
点
に
お
い
て
、
両
者
に
は
違
い
が
生

じ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、
宮
沢
俊
義
の
よ
う
に
学
問
自

体
の
性
質
を
踏
ま
え
て
学
問
の
自
由
の
特
性
を
炙
り
出
す
ア
プ

ロ
ー
チ
も
あ
る
。
宮
沢
に
よ
れ
ば
、
学
問
と
は
常
に
従
来
の
考

え
方
を
批
判
し
て
新
し
い
も
の
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
努
力
で

あ
り
、
特
に
高
い
程
度
の
自
由
が
保
障
さ
れ
る
と
す
る）（1
（

。

　

も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
は
学
問
の
自
由
と
表
現
の
自
由
の
違
い

を
述
べ
た
だ
け
で
あ
り
、
両
者
に
お
け
る
真
理
の
探
究
の
違
い

に
直
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け

る
真
理
の
探
究
の
意
味
に
つ
い
て
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

表
現
の
自
由
に
お
け
る
真
理
の
探
究
は
先
述
し
た
よ
う
に
思

想
の
自
由
市
場
論
を
ベ
ー
ス
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
思
想
の
自

由
競
争
に
よ
る
相
対
的
結
果
を
真
理
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
一

方
、
長
谷
部
恭
男
に
よ
れ
ば
、
学
問
上
の
真
理
は
自
由
市
場
の

ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う）（1
（

。

長
谷
部
は
、
学
問
分
野
ご
と
の
合
理
的
手
続
と
方
法
に
よ
っ
て

理
論
や
仮
説
が
正
し
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ

て
学
問
上
の
真
理
が
探
究
さ
れ
る
と
す
る
。

　

た
し
か
に
、
思
想
の
自
由
市
場
は
、
競
争
の
過
程
を
経
て
勝

ち
残
っ
た
見
解
を
真
理
と
み
な
す
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
学
問

に
お
け
る
真
理
は
結
果
的
に
勝
ち
残
っ
た
内
容
が
そ
れ
に
あ
た

る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
学
問
上
の
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
内

容
の
妥
当
性
が
吟
味
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
真
理
に
到
達
す
る

と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
学
問
の
自
由
に
お
け
る
真
理
の
探
究
は
表
現

の
自
由
に
お
け
る
そ
れ
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
応

じ
た
内
容
を
保
障
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
基
本
的
に
は
大

学
の
自
治
と
研
究
の
自
由
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
研
究
者
養
成
、
ピ
ア
レ
ビ
ュ
ー）（1
（

、
学
会

な
ど
も
真
理
の
探
究
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
。
大
学
内
に
お

い
て
学
問
の
世
界
に
通
用
す
る
研
究
者
を
絶
え
ず
養
成
す
る
こ

と
は
真
理
の
探
究
に
従
事
す
る
者
を
産
出
す
る
こ
と
と
な
り
、

同
じ
分
野
の
研
究
者
の
間
で
論
文
内
容
を
審
査
す
る
こ
と
は
学

問
上
の
真
理
を
産
み
出
す
仕
組
み
と
な
り
、
学
会
に
お
い
て
研

究
発
表
の
場
を
設
け
た
り
同
業
者
の
交
流
を
は
か
っ
た
り
す
る

こ
と
は
真
理
の
探
究
を
促
進
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

大
学
が
中
心
と
な
っ
て
学
問
上
の
真
理
の
探
究
を
行
う
こ
と

は
、
民
主
的
価
値
に
も
結
び
付
く
と
さ
れ
る）（1
（

。
す
な
わ
ち
、
学

問
上
の
真
理
の
探
究
は
新
た
な
発
見
を
も
た
ら
す
だ
け
で
な
く
、

大
学
に
お
い
て
学
ぶ
過
程
を
通
し
て
若
者
が
社
会
参
加
の
準
備

を
行
う
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
社
会
に
お
け
る
知
的
リ
ー
ダ
ー
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を
育
成
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

学
問
の
自
由
は
社
会
と
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
信
頼
に
値
す
る

知
識
の
供
与
と
い
う
社
会
的
価
値
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る）11
（

。

　

こ
の
よ
う
な
学
問
の
自
由
の
公
益
性
は
、
ア
メ
リ
カ
教
授
協

会
が
発
し
た
一
九
一
五
宣
言
に
お
い
て
も
看
取
す
る
こ
と
が
で

き
る）1（
（

。
同
宣
言
は
教
授
の
専
門
的
発
言
の
重
要
性
を
提
示
し
つ

つ
、
立
法
に
関
す
る
助
言
を
行
う
な
ど
、
教
授
が
専
門
的
知
見

を
公
益
還
元
す
る
こ
と
に
言
及
し
た）11
（

。
ド
イ
ツ
で
も
同
様
に
、

学
問
共
同
体
の
公
的
価
値
と
自
律
性
が
語
ら
れ
て
お
り）11
（

、
自
律

的
な
学
問
共
同
体
が
社
会
利
益
に
寄
与
す
る
側
面
が
あ
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

4　

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
下
に
お
け
る
大
学
・
学
問
の
役
割

　

学
問
の
自
由
が
教
授
個
人
の
専
門
的
知
見
の
社
会
的
還
元
を

要
請
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
大
学
は
そ
れ
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す

る
よ
う
な
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
発
生
し
た
と
き
に
は
、
感
染
症
対
策
の
あ
り

方
や
社
会
生
活
と
の
両
立
の
と
り
方
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
し
ば
し

ば
正
解
が
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
状
況
が
続
く
こ
と
が
あ
る
た
め
、

大
学
ま
た
は
研
究
者
が
専
門
知
を
社
会
に
提
供
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。

　

こ
の
と
き
、
情
報
発
信
の
主
体
や
方
法
は
い
く
つ
か
の
パ

タ
ー
ン
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
教
授
個
人
が
情
報
発

信
す
る
場
合
、
②
学
内
の
研
究
会
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
情
報

発
信
す
る
場
合
、
③
大
学
と
し
て
情
報
発
信
す
る
場
合
、
④
大

学
外
の
学
会
や
研
究
会
が
情
報
発
信
す
る
場
合
、
⑤
大
学
ま
た

は
教
授
が
外
部
の
機
関
と
連
携
し
て
情
報
発
信
す
る
場
合
、
⑥

教
授
が
政
府
機
関
等
の
委
員
と
し
て
情
報
発
信
す
る
場
合
な
ど

で
あ
る
。
発
信
す
る
方
法
は
、
論
文
、
テ
レ
ビ
や
新
聞
等
の
メ

デ
ィ
ア
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
、
大
学
の
広
報
、
大
学
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な

ど
、
様
々
な
媒
体
が
あ
り
う
る
。

　

い
ず
れ
の
場
合
に
せ
よ
、
大
学
、
教
授
個
人
、
あ
る
い
は
両

者
が
協
同
し
て
情
報
発
信
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
が
、
大
学

は
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
下
に
お
い
て
も
真
理
の
探
究
を
促
進
で
き
る

よ
う
な
環
境
を
創
出
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

情
報
発
信
の
媒
体
や
学
際
的
な
知
の
拠
点
と
な
る
よ
う
な
基
盤

を
提
供
す
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

も
っ
と
も
、
大
学
の
見
解
と
教
授
個
人
の
見
解
は
時
に
対
立

す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
そ
れ
が
専
門
知
を
め
ぐ
る
衝
突
で
あ

る
場
合
、
ど
ち
ら
が
真
理
に
近
い
の
か
を
決
め
る
の
は
容
易
で

は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
両
者
の
対
立
は
平
行
線
を
た
ど

る
可
能
性
が
高
い
た
め
、
大
学
の
見
解
と
教
授
個
人
の
見
解
を
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分
け
て
発
信
す
る
こ
と
が
妥
協
案
と
な
る
。
あ
る
い
は
、
大
学

が
分
野
横
断
的
な
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
設
け
る
な
ど
し
て
、
そ

こ
で
意
見
の
集
約
を
は
か
る
な
ど
の
建
設
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
も

あ
り
え
よ
う
。

　
一
方
、
教
授
個
人
が
一
市
民
と
し
て
学
外
に
向
け
て
情
報
発

信
す
る
場
合
に
、
そ
れ
が
専
門
以
外
の
事
項
で
あ
る
と
き
に
は

学
問
の
自
由
の
保
障
が
及
ぶ
の
か
と
い
っ
た
問
題
も
あ
る
。
た

と
え
ば
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
下
に
お
け
る
行
動
態
様
に
つ
い
て
、

必
ず
し
も
学
問
的
に
専
門
と
し
て
こ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ

れ
ま
で
に
身
に
つ
け
て
き
た
知
識
と
思
考
に
基
づ
い
て
意
見
を

表
明
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
き
、
ア
メ
リ

カ
で
は
学
外
言
論
の
自
由
の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た（（2
（

。

そ
も
そ
も
専
門
分
野
と
そ
れ
以
外
の
分
野
を
明
確
に
分
離
し
て

扱
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
一
市
民
と
し
て
見
解
を
発
表
す
る

の
で
あ
れ
ば
学
問
の
自
由
で
は
な
く
表
現
の
自
由
の
問
題
に
な

る
の
で
は
な
い
か
な
ど
、
様
々
な
検
討
事
項
が
あ
る
。
こ
の
問

題
は
そ
の
性
質
の
捉
え
方
次
第
で
大
学
の
コ
ミ
ッ
ト
の
あ
り
方

も
変
わ
る
可
能
性
が
あ
り
、
学
問
の
自
由
の
射
程
と
も
密
接
に

関
わ
る
と
い
え
よ
う
。

後
　
序

　
本
稿
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
大
学
や
学
問
は
ど
の

よ
う
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
意
識

の
下
、
学
問
の
自
由
の
本
質
と
さ
れ
る
真
理
の
探
究
に
着
目
し

な
が
ら
、
学
問
の
自
由
の
公
共
性
を
提
示
し
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク

下
に
お
け
る
大
学
や
学
問
の
機
能
を
考
察
し
た
。

　
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
よ
う
な
場
面
で
は
専
門
知
に
基
づ
く
情
報

が
重
要
に
な
る
こ
と
か
ら
、
大
学
や
教
授
は
積
極
的
に
専
門
知

に
基
づ
く
情
報
を
発
信
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
特
に
感
染

症
の
問
題
は
、
医
学
や
公
衆
衛
生
学
の
分
野
に
限
ら
ず
、
公
衆

衛
生
法
学
、
リ
ス
ク
社
会
論
、
専
門
家
論
（
政
治
学
（、
経
済

学
、
心
理
学
な
ど
様
々
な
分
野
の
知
見
が
求
め
ら
れ
る
。
大
学

は
学
際
的
な
知
の
拠
点
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
総
合
的
見
地
か
ら
専
門
知
に
基
づ
く
情
報
発
信

を
行
う
基
盤
を
創
設
す
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
よ
う
。

　
ま
た
、
将
来
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
備
え
て
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク

関
連
の
科
目
を
創
設
す
る
こ
と
も
社
会
に
専
門
知
を
還
元
す
る

こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
分
野
ご
と
に
そ
の
特

性
に
応
じ
た
公
衆
衛
生
科
目
を
設
置
し
た
り
、
さ
ら
に
は
総
合

科
目
と
し
て
の
公
衆
衛
生
科
目
を
設
置
し
た
り
す
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。
あ
わ
せ
て
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
時
の
学
問
や
教
育
の
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あ
り
方）11
（

、
そ
の
対
応
策
な
ど
も
盛
り
込
む
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

大
学
自
体
に
と
っ
て
も
将
来
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
時
に
有
用
に
な

る
と
思
わ
れ
る
。

（
1
）　

東
京
帝
国
大
学
教
授
で
あ
っ
た
美
濃
部
達
吉
議
員
の
天
皇
機
関

説
が
国
体
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
し
て
貴
族
院
で
問
題
と
な
り
、

政
府
は
美
濃
部
の
書
籍
に
対
し
て
発
禁
処
分
を
出
し
た
出
来
事
を
い

う
。

（
2
）　

芦
部
信
喜
『
憲
法
』〔
第
七
版
〕
一
七
三
頁
（
岩
波
書
店
、
二

〇
一
九
年
）。

（
3
）　

佐
藤
幸
治
『
日
本
国
憲
法
論
』〔
第
二
版
〕
二
七
〇
頁
（
成
文

堂
、
二
〇
二
〇
年
）。

（
4
）　

憲
法
八
九
条
は
「
公
金
そ
の
他
の
公
の
財
産
は
、
宗
教
上
の
組

織
若
し
く
は
団
体
の
使
用
、
便
益
若
し
く
は
維
持
の
た
め
、
又
は
公

の
支
配
に
属
し
な
い
慈
善
、
教
育
若
し
く
は
博
愛
の
事
業
に
対
し
、

こ
れ
を
支
出
し
、
又
は
そ
の
利
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。」
と
定

め
て
い
る
た
め
、
公
の
支
配
に
属
し
な
い
私
立
大
学
に
助
成
す
る
こ

と
が
合
憲
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

（
5
）　R

isa L. Lieberw
itz, T

he C
orporatization of the 

U
niversity: D

istance Learning at the Cost of A
cadem

ic 
Freedom

?,  2002 12  B.U
. P
U
B. I N

T. L.J. 73 

（
6
）　

最
大
判
昭
和
三
八
年
五
月
二
二
日
刑
集
一
七
巻
四
号
三
七
〇
頁
。

警
察
が
秘
密
裏
に
大
学
内
で
政
治
活
動
を
し
て
い
た
劇
団
の
活
動
を

監
視
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
学
生
に
見
つ
か
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
咎

め
た
学
生
ら
が
逮
捕
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
7
）　

東
大
ポ
ポ
ロ
事
件
判
決
・
前
掲
注（
6
）三
七
一
頁
。

（
8
）　

東
大
ポ
ポ
ロ
事
件
判
決
・
前
掲
注（
6
）三
七
一
頁
。

（
9
）　

東
大
ポ
ポ
ロ
事
件
判
決
・
前
掲
注（
6
）三
七
二
頁
。

（
10
）　A

bram
s v. U

nited States, 250 U
.S. 616, 630 

（1919

） 

（H
olm

es, J., dissenting

）.

（
11
）　T

hom
as I. Em

erson, T
ow

ard a G
eneral T

heory of 
the First A

m
endm

ent, 7 2 Y
A
LE L.J. 877, 882 （1963

）.

（
12
）　

曽
我
部
真
裕
「
学
問
の
自
由
」
法
学
教
室
四
九
五
号
七
〇
頁

（
二
〇
二
一
年
）。

（
13
）　

修
正
一
条
は
、「
連
邦
議
会
は
、
…
…
言
論
若
し
く
は
出
版
の

自
由
…
…
を
侵
害
す
る
法
律
を
制
定
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
定
め
て

い
る
。

（
14
）　J. Peter B

yrne, A
cadem

ic Freedom
: A

 

“Special 
C

oncern of the First A
m

endm
ent

”, 9 9 Y
A
LE L.J. 251 

（1989

）.

（
15
）　Julie H

. M
argetta, T

aking A
cadem

ic Freedom
 Back 

to the Future: R
efining the 

“Special Concern of the First 
A

m
endm

ent

”, 7  L
O
Y. J. P

U
B. I N

T. L. 1  （2005

）.
（
16
）　

宮
沢
俊
義
『
憲
法
Ⅱ
〈
新
版
〉』
三
九
五
頁
（
有
斐
閣
、
一
九

七
一
年
）。

（
17
）　

長
谷
部
恭
男
『
憲
法
』〔
第
八
版
〕
二
三
九
―
二
四
〇
頁
（
新
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世
社
、
二
〇
二
二
年
）。

（
18
）　Byrne, supra note 14, at 273-279.

（
19
）　Sw

eezy v. N
ew

 H
am

pshire, 354 U
.S. 234, at 262 

（1957

） （Frankfurter, J., concurring

）.
（
20
）　J. Peter B

yrne, T
he Social V

alue of A
cadem

ic 
Freedom

 D
efended, 91  I N
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