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学長交渉が行われました
大学法人のガヴァナンスの根幹を揺らがせる理事の

暴言問題は、このままうやむやとされてしまうので

しょうか？ジェンダーに関わる新たな問題提起も。

新
潟
大
学
職
員
組
合
２
０
２
０
年
度

　
　

第
４
回
学
長
交
渉
報
告

　

９
月
３
日
、
２
０
２
０
年
度
第
４
回
学
長
交
渉
報
告
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
以
後
、
２
つ
の
論

点
の
う
ち
１
に
つ
い
て
緊
急
報
告
を
し
ま
す
。

■
理
事
暴
言
問
題
と
学
内
ガ
バ
ナ
ン
ス　

　

組
合
か
ら
の
質
問
（
①
「
理
事
の
発
言
は
い
か
な
る
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
の
か
」、
②
「
学

長
に
よ
る
厳
重
注
意
の
事
実
経
緯
を
時
系
列
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
」、
③
「
再
発
防
止
策
」

と
し
て
何
を
講
じ
て
い
る
の
か
）
に
答
え
て
。

○
学
長
：

「
①
澤
村
理
事
が
大
学
執
行
部
の
基
本
的
な
方
針
を
理
解
し
た
上
で
、
担
当
理
事
の
立
場
で
意

見
を
添
え
て
、
改
革
に
向
け
た
具
体
的
な
方
策
案
を
提
示
し
、
教
育
学
部
執
行
部
に
向
け
て
出

し
た
。
執
行
部
全
体
の
総
意
で
出
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
、
澤
村
理
事
の
単
独
名
で
出
さ
れ

た
。

②
顛
末
の
経
緯
は
以
下
の
通
り
。

・
３
月
１
１
日
か
１
２
日
、
教
育
学
部
ビ
ラ
が
出
て
、
学
長
、
状
況
報
告
を
事
務
か
ら
受
け
る
。　

・
同
月
２
９
日
「
体
調
不
良
」
で
休
暇
を
取
っ
て
い
た
澤
村
理
事
が
出
勤
し
た
の
で
呼
び
、
学

長
個
人
と
し
て
厳
重
に
注
意
。
役
員
と
し
て
不
適
切
な
言
動
を
諫
め
る
。

・
４
月
５
日
同
理
事
よ
り
辞
任
の
申
し
入
れ
を
受
け
る
。
学
長
こ
れ
を
慰
留

③
再
発
防
止
案
と
し
て
は
、
す
で
に
経
緯
の
中
と
あ
と
で
個
人
的
に
は
注
意
を
し
て
い
た
も
の

の
、
公
的
に
は7

/2
8

の
役
員
会
に
て
「
公
的
な
立
場
に
立
つ
理
事
と
し
て
不
適
切
な
こ
と
を

し
な
い
よ
う
に
」
と
理
事
に
注
意
し
た
こ
と
で
果
た
し
た
。」

○
組
合
：

「
⒈　

再
発
防
止
策
と
は
、
ど
う
し
た
ら
同
様
の
別
の
事
態
が
未
然
に
防
げ
る
か
を
組
織
と
し

て
対
策
を
講
じ
る
も
の
で
あ
る
。
事
故
な
い
し
事
件
を
起
こ
し
た
人
間
へ
の
単
な
る
口
頭
注
意

を
指
し
て
、
こ
れ
を
「
再
発
防
止
策
」
と
は
一
般
に
は
言
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

⒉　

学
長
は
、
就
任
前
の
組
合
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
、「
理
事
の
選
任
で
大
学
の
将
来
や
教
職
員

の
明
暗
が
決
ま
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
．
理
事
の
選
任
の
善
し
悪
し
が
，
学
長

と
し
て
の
最
大
の
資
質
で
す
．「
○
○
学
長
は
い
い
人
だ
け
ど
，
理
事
が
・
・
・
」
の
声
を
よ

く
聴
き
ま
し
た
．
も
し
，
学
長
に
な
っ
た
と
き
に
，
ど
の
よ
う
に
し
て
理
事
を
決
定
し
ま
す
か
．

以
下
の
欄
に
具
体
的
に
記
述
く
だ
さ
い
．」
の
質
問
に
対
し
て
、「
理
事
の
選
任
は
、
学
長
の
ガ

ヴ
ァ
ナ
ン
ス
で
あ
る
と
と
も
に
、
学
長
の
最
大
の
任
務
で
す
。
上
述
の
理
念
に
沿
っ
て
、
大
学

の
重
要
な
課
題
、
す
な
わ
ち
総
務
、
財
務
、
教
育
、
研
究
、
産
学
連
携
、
国
際
連
携
に
つ
い
て

の
活
動
を
考
慮
し
、
学
内
外
か
ら
適
正
な
人
材
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。
も
し
も
不

適
格
で
あ
っ
た
場
合
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
学
長
の
責
任
で
す
。
ま
た
、
任
期
を
２
年
と
す

る
こ
と
か
ら
、
教
員
同
様
に
評
価
に
基
づ
い
た
再
任
を
行
い
ま
す
。」
と
し
て
い
る
。
今
も
こ

の
認
識
に
変
わ
り
は
な
く
、「
教
員
同
様
に
評
価
に
基
づ
い
た
再
任
」
を
行
う
と
わ
れ
わ
れ
は

考
え
て
よ
い
か
。
評
価
は
相
当
の
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
の
は
間
違
い
な
い
と
考
え
る
が
。

⒊　

学
長
は
前
回
、「
今
回
は
初
回
だ
か
ら
（
大
目
に
見
た
）
が
、
次
回
は
そ
う
は
い
か
な
い
。」

と
発
言
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
認
識
は
今
も
変
わ
ら
な
い
か
。」

な
ど
の
質
問
を
組
合
は
し
た
。
学
長
は
１
に
は
明
瞭
に
返
答
せ
ず
、
２
に
は
「
今
も
そ
の
認
識

に
変
わ
り
は
な
い
」、評
価
に
つ
い
て
は「
マ
イ
ナ
ス
部
分
と
プ
ラ
ス
部
分
を
併
せ
て
評
価
す
る
」

と
答
え
、
３
に
は
「
変
わ
ら
な
い
」
と
答
え
た
。

　

こ
の
流
れ
で
ス
イ
ン
グ
バ
イ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
質
し
た
。「
こ
の
学
長
裁
量
ポ
イ
ン
ト

プ
ロ
グ
ラ
ム
は
二
段
階
あ
り
、
第
一
段
階
で
専
門
性
を
学
系
が
評
価
し
た
う
え
で
発
議
と
推
薦

を
行
い
、
第
二
段
階
目
で
執
行
部
が
総
合
的
に
評
価
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
と
る
こ
と
は
承

知
し
て
い
る
。
し
か
し
「
新
潟
大
学
の
学
系
助
教
公
募
」
に
も
し
第
一
段
階
で
理
事
が
介
入
し
、

ひ
と
り
の
人
物
を
採
用
さ
せ
る
べ
く
複
数
の
学
部
に
働
き
か
け
、
特
定
分
野
の
人
事
を
発
議
さ

せ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
─
─
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
「
紐
付
き
人
事
」
を
な
す
べ

く
そ
も
そ
も
最
初
の
段
階
か
ら
理
事
が
口
を
出
し
、
手
を
出
し
た
と
い
う
事
実
が
あ
っ
た
と
し

た
ら
、
こ
れ
を
学
長
は
問
題
と
考
え
る
か
？
」
と
質
問
し
た
。
と
こ
ろ
、
学
長
は
「
問
題
で
あ

る
」
と
答
え
た
。

　

な
お
こ
の
後
さ
ら
に
、
複
数
の
組
合
員
か
ら
、
当
理
事
の
問
題
は
学
内
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
と
、

そ
れ
を
保
障
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
上
で
、
将
来
に
絶
ち
が
た
い
禍
根
を
残
し
た
、
再

発
防
止
策
は
不
完
全
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
っ
た
。

　

学
長
は
、「
学
内
に
は
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
の
た
め
の
委
員
会
、
公
益
通
報
保
護
な
ど
の
制

度
が
あ
る
。
必
要
な
ら
ば
そ
う
し
た
も
の
を
使
う
な
ど
、
シ
ス
テ
ム
は
整
っ
て
い
る
」
と
返
答

し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
組
合
は
、
次
の
よ
う
な
異
論
を
呈
し
た
。

「
１
．
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
策
は
、
通
常
は
当
事
者
の
あ
く
ま
で
も
個
人
間
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

加
害
・
被
害
の
調
査
と
調
停
、
懲
戒
を
行
う
べ
く
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
大
学
執

行
部
と
い
う
経
営
・
使
用
者
の
代
表
者
と
し
て
、
す
な
わ
ち
「
学
長
の
代
理
」
と
し
て
一
部
局

の
教
授
会
に
臨
席
す
る
権
利
を
求
め
て
承
認
さ
れ
、
そ
の
上
で
「
人
事
は
私
の
と
こ
ろ
で
留
め
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置
く
。
人
質
と
す
る
」
な
る
き
わ
め
て
越
権
的
で
恫
喝
的
な
発
言
を
し
た
言
動
を
、
単
に
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
と
同
質
の
問
題
と
捉
え
る
こ
と
に
は
、
根
本
的
な
錯
誤
が
あ
る
。
単
に
個
人
な
い
し

複
数
の
枠
内
で
留
め
お
け
る
も
の
で
は
な
く
、
大
学
経
営
上
の
組
織
的
な
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
の
遵

法
性
の
是
非
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

２
． 

公
益
通
報
保
護
に
言
及
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
同
様
の
錯
誤
が
あ
る
。
本
学
の
同
規

定
（「
新
潟
大
学
公
益
通
報
者
保
護
規
程
」）
に
は
、

第1

条　

こ
の
規
程
は
，
公
益
通
報
者
保
護
法(

平
成1

6

年
法
律
第1

2
2

号)

に
基

づ
き
，
国
立
大
学
法
人
新
潟
大
学(

以
下
「
本
学
」
と
い
う
。)

の
職
員(

派
遣
契
約

そ
の
他
契
約
に
基
づ
き
本
学
の
業
務
に
従
事
す
る
者
を
含
む
。以
下「
職
員
等
」と
い
う
。)

か
ら
の
組
織
的
又
は
個
人
的
な
法
令
違
反
行
為
等
に
関
す
る
公
益
通
報
及
び
相
談(

以

下
「
通
報
等
」
と
い
う
。)

の
適
正
な
処
理
の
仕
組
み
に
関
す
る
必
要
事
項
を
定
め
る

こ
と
に
よ
り
，
公
益
通
報
者
及
び
相
談
者(
以
下
「
通
報
者
等
」
と
い
う
。)

を
保
護

す
る
と
と
も
に
，
本
学
に
お
け
る
法
令
違
反
行
為
等
の
早
期
発
見
と
是
正
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

と
あ
り
、
同
規
定
の
対
象
と
な
る
の
は
「
法
令
違
反
行
為
（
本
学
の
規
則
を
含
む
）」
で
あ
る
。

学
長
に
伺
い
た
い
の
は
今
回
の
理
事
の
言
動
が
何
の
「
法
令
違
反
行
為
」
だ
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
の
か
。
明
文
化
さ
れ
た
「
本
学
の
規
則
」
の
ど
こ
に
抵
触
し
て
い
る
の
か
。
問
題
は
む
し

ろ
、そ
も
そ
も
明
ら
か
に
不
適
切
で
あ
る
と
学
長
自
身
が
認
め
、当
理
事
が
辞
表
を
出
す
に
至
っ

た
よ
う
な
言
動
に
関
し
、
こ
れ
を
措
置
す
る
た
め
の
い
か
な
る
学
内
規
則
や
防
止
策
が
な
い
こ

と
、
学
内
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
の
遵
法
性
と
透
明
性
、
合
理
性
を
保
障
す
る
体
系
が
未
整
備
で
あ
る

こ
と
で
な
い
の
か
。
組
合
が
是
正
を
要
求
し
て
い
る
の
は
そ
の
点
で
あ
る
。
学
長
の
先
の
返
答

は
論
点
が
ず
れ
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、大
学
に
「
再
発
防
止
」
の
た
め
の
明
文
化
さ
れ
た
規
定
も
シ
ス
テ
ム
も
な
い
。

学
長
ご
指
摘
の
２
つ
の
制
度
は
今
回
の
問
題
の
解
決
に
は
い
ず
れ
も
あ
た
ら
な
い
」
と
組
合
は

主
張
し
た
。

　

最
後
に
、「〈
一
人
目
の
女
房
、
二
人
目
の
女
房
、
い
ず
れ
も
「
二
番
目
」
だ
っ
た
〉
と
い
う

理
事
の
教
授
会
で
の
喩
え
は
、
法
令
で
定
め
ら
れ
た
免
許
取
得
に
関
わ
る
議
論
を
男
性
に
よ
る

女
性
パ
ー
ト
ナ
ー
の
「
選
択
」
の
問
題
に
強
引
に
結
び
つ
け
た
も
の
で
、
女
性
蔑
視
も
あ
ま
り

に
も
甚
だ
し
く
、
大
学
の
公
の
会
議
で
こ
う
し
た
発
言
を
聴
か
さ
れ
た
多
く
の
女
性
教
職
員
は

こ
れ
を
強
く
不
快
に
思
っ
た
の
で
は
な
い
か
。」
と
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
観
点
か
ら
の
指
摘
も
な

さ
れ
た
。
学
長
は
黙
っ
て
い
た
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
概
ね
以
上
で
す
。
新
し
く
最
後
に
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
よ
う
に
、

今
回
の
理
事
発
言
に
は
、「
女
性
活
躍
推
進
社
会
」
を
掲
げ
た
政
府
方
針
を
受
け
、
文
科
省
の

要
請
に
基
づ
き
本
学
で
も
進
め
ら
れ
て
い
る
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
推
進
に
逆
行
す
る
、
看
過
し
が

た
い
環
境
的
性
差
別
発
言
が
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
大
学
側
の

考
え
方
を
質
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

お
知
ら
せ　

次
期
中
央
執
行
委
員
が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。

中
央
執
行
委
員
長　
　
　

逸
見
龍
生
（
人
法
経
分
会
）

　
　
　
　

副
委
員
長　
　

鈴
木
賢
司
（
教
育
分
会
）

　
　
　
　

書
記
長　
　
　

中
野
博
章
（
理
分
会
）

          　

書
記
次
長　
　

伊
藤
亮
司
（
農
分
会
）

　
　
　
　

書
記
次
長　
　

永
田
尚
太
郎
（
工
分
会
）

　
　

中
央
執
行
委
員　
　

粟
生
田
忠
雄
（
農
分
会
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
藤
茂
夫
（
教
育
分
会
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

副
島
浩
一
（
理
分
会
）

　
　

会
計
監
査
委
員　
　

高
橋
智
（
直
属
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
邉
恵
一
（
理
分
会
）

業
務
の
遂
行
に
通
常
必
要
と
さ
れ
る
時
間
労
働
し
た

も
の
と
み
な
す
。」
第
二
項
で
「
前
項
た
だ
し
書
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
業
務
に
関
し
、
当
該
事
業
場

に
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働
組
合
が
あ

る
と
き
は
そ
の
労
働
組
合
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組

織
す
る
労
働
組
合
が
な
い
と
き
は
労
働
者
の
過
半
数

を
代
表
す
る
者
と
の
書
面
に
よ
る
協
定
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
協
定
で
定
め
る
時
間
を
同
項
た
だ
し
書
の

当
該
業
務
の
遂
行
に
通
常
必
要
と
さ
れ
る
時
間
と
す

る
。」
と
「
み
な
し
労
働
時
間
」
を
規
定
し
て
い
ま
す
。

Ｑ
２.

教
員
の
裁
量
労
働
制
に
も
「
み
な
し
労
働
時

間
」
が
適
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
事
務
系
職
員
に
も

よ
う
や
く
「
み
な
し
労
働
時
間
」
が
導
入
さ
れ
働
き

や
す
く
な
り
ま
す
ね
。

Ａ
２.　

今
年
度
か
ら
在
宅
勤
務
制
度
を
規
程
化
し

「
み
な
し
労
働
時
間
」
と
し
た
Ａ
大
学
で
は
、
提
案

時
に
自
宅
で
介
護
・
看
護
を
し
な
が
ら
勤
務
で
き
る

と
説
明
し
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
期
日
ま
で
に
仕
事

を
仕
上
げ
る
た
め
に
超
過
勤
務
し
た
と
い
う
話
も
出

て
い
ま
す
。
厚
労
省
の
「
テ
レ
ワ
ー
ク
に
お
け
る
適

切
な
労
務
管
理
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
等
も
参

考
に
し
、
在
宅
勤
務
制
度
の
導
入
時
は
も
ち
ろ
ん
導

入
後
も
、
長
時
間
勤
務
な
ど
の
問
題
点
が
生
じ
た
時

は
見
直
し
を
も
と
め
て
ゆ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
「
投
書
箱
」
な
ど
様
々
な
意
見
を
く
み
と
る
こ
と

が
出
来
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

○
毎
日
新
聞
「
裁
量
労
働
制
、
適
用
者
の
勤
務
時
間

長
く　

厚
労
省
調
査　

制
度
見
直
し
へ
」 (

２
１
年

６
月
２
５
日)

「
厚
生
労
働
省
は
２
５
日
、
裁
量
労
働
制
に
関
す
る

調
査
結
果
を
公
表
し
た
。1

日
の
平
均
労
働
時
間
は
、

裁
量
労
働
制
は
９
時
間
で
、
適
用
さ
れ
な
い
人
の
８

時
間
３
９
分
よ
り
長
か
っ
た
。
あ
ら
か
じ
め
定
め
た

「
み
な
し
労
働
時
間
」
よ
り
長
く
働
い
て
い
る
こ
と

も
判
明
し
た
。
厚
労
省
は
７
月
に
も
有
識
者
検
討
会

を
設
置
し
、
制
度
の
見
直
し
に
着
手
す
る
。」

コ
ラ
ム
「
み
な
し
労
働
時
間
っ
て
ど
ん
な
制
度
？
」　
（
全
大
教
新
聞
よ
り
）

Ｑ
１.
在
宅
勤
務
制
度
の
導
入
に
あ
た
り
「
み
な
し
労
働
時
間
」
が
導
入
さ
れ
ま
す
。
ど

の
よ
う
な
制
度
で
し
ょ
う
か
。

Ａ
１.　

労
働
基
準
法
第
三
十
二
条
で
「
労
働
時
間
」
を
「
使
用
者
は
、
労
働
者
に
、
休

憩
時
間
を
除
き
一
週
間
に
つ
い
て
四
十
時
間
を
超
え
て
、
労
働
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。」

第
二
項
で
「
使
用
者
は
、
一
週
間
の
各
日
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
に
、
休
憩
時
間
を
除
き

一
日
に
つ
い
て
八
時
間
を
超
え
て
、
労
働
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。」
と
定
め
て
い
ま
す
。

　

ま
た
「
時
間
計
算
」
に
つ
い
て
第
三
十
八
条
の
二
で
は
「
労
働
者
が
労
働
時
間
の
全
部

又
は
一
部
に
つ
い
て
事
業
場
外
で
業
務
に
従
事
し
た
場
合
に
お
い
て
、
労
働
時
間
を
算
定

し
難
い
と
き
は
、
所
定
労
働
時
間
労
働
し
た
も
の
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
当
該
業
務
を
遂

行
す
る
た
め
に
は
通
常
所
定
労
働
時
間
を
超
え
て
労
働
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
業
務
に
関
し
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該

新
潟
大
学
で
は
現
在
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
か
か
る
臨
時
的
在
宅
勤

務
に
つ
い
て
」（
令
和
２
年
５
月
２
９
日
）
の
規
定
に
よ
り
、
裁
量
労
働
制
教
員
（
お
よ

び
特
任
教
員
、
非
常
勤
教
員
）
に
は
在
宅
勤
務
（
授
業
・
会
議
出
席
業
務
）
が
認
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
事
務
職
員
は
同
年
６
月
よ
り
通
常
勤
務
が
開
始
さ
れ
、
現
在
で
は
テ
レ
ワ
ー

ク
率
は
ゼ
ロ
で
す
が
、
感
染
状
況
は
悪
化
し
て
お
り
、
状
況
は
見
透
せ
ま
せ
ん
。


