
教
育
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
希
望
と
期
待
を
込
め
て
換
言
す

れ
ば
、
あ
る
べ
き
社
会
を
求
め
て
、
現
実
と

闘
う
こ
と
が
で
き
る
知
性
な
の
で
あ
る
。

「
専
修
大
学
は
、
明
治
維
新
の
後
に
米
国
に

留
学
し
た
４
人
の
元
・
武
士
に
よ
っ
て
１
８
８

０
年
に
創
立
さ
れ
ま
し
た
。
日
本
が
近
代

市
民
社
会
へ
と
移
行
し
た
時
期
で
あ
り
、
そ

の
た
め
の
規
範
や
価
値
観
を
普
及
さ
せ
る
こ

と
が
大
き
な
目
的
で
す
。
こ
の
た
め
教
科
書

を
す
べ
て
日
本
語
訳
に
し
た
こ
と
に
注
目
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
当
時
、
新
た

な
学
問
分
野
は
す
べ
て
外
国
語
で
し
た
が
、

そ
れ
で
は
特
定
の
人
た
ち
し
か
理
解
で
き
な

い
。
市
民
レ
ベ
ル
で
近
代
社
会
を
支
え
る
人

材
を
育
成
す
る
た
め
に
は
、
外
国
語
で
は
駄

目
な
の
で
す
。
専
修
大
学
が
夜
学
と
し
て
ス

タ
ー
ト
し
た
の
も
、
そ
の
た
め
で
す
」

現
代
も
、
明
治
維
新
ほ
ど
で
は
な
い
が
、

激
変
期
に
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
規
制

緩
和
と
市
場
原
理
に
よ
っ
て
、
伝
統
的
な
規

範
や
価
値
観
は
ほ
と
ん
ど
崩
壊
寸
前
と
い
っ

て
い
い
か
ら
だ
。

「
創
立
者
は
国
費
な
ど
で
留
学
し
て
最
新
の

学
問
を
修
め
、
近
代
社
会
を
経
験
し
ま
し

た
。
そ
れ
を
社
会
貢
献
と
い
う
形
で
日
本
に

還
元
す
る
た
め
に
専
修
大
学
を
設
立
し
ま

し
た
。
で
は
、
彼
ら
が
今
生
き
て
い
た
ら
、
ど

う
思
う
だ
ろ
う
か
と
考
え
た
わ
け
で
す
。
で

す
か
ら『
社
会
知
性
』は
建
学
の
精
神
を
現

代
的
に
言
い
換
え
た
も
の
で
あ
り
、
実
は
専

修
大
学
の
基
本
に
あ
る
精
神
な
の
で
す
。
た

だ
、
こ
れ
ま
で
は
外
部
で
は
あ
ま
り
意
識
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
言
葉
を
与
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
大
学
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
社

会
に
も
広
く
理
解
し
て
い
た
だ
き
、
そ
れ
ぞ

れ
の
立
場
で『
社
会
知
性
』を
積
極
的
に
開

発
す
れ
ば
、
新
た
な
市
民
社
会
が
必
ず
到
来

す
る
は
ず
と
考
え
て
い
ま
す
」

「
全
入
時
代
」は
、

む
し
ろ
ウ
ェ
ル
カ
ム

各
学
部
と
も
に
、
こ
の『
社
会
知
性
』の
開

発
に
向
け
て
教
学
内
容
の
革
新
を
進
め
て
い

る
ほ
か
、
広
い
意
味
で
の
人
生
設
計
を
１
年

次
か
ら
指
導
す
る
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
セ
ン

タ
ー
な
ど
も
新
設
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
に

つ
い
て
は
順
次
紹
介
し
て
い
く
予
定
だ
が
、

専
修
大
学
で
最
も
知
ら
れ
て
い
な
い
の
は
人

間
的
な
絆
の
強
さ
だ
と
思
わ
れ
る
。

日
b
学
長
を
始
め
と
し
て
、
情
熱
に
あ
ふ

れ
た
教
員
が
多
く
、
父
母
を
交
え
て
学
生

を
側
面
か
ら
支
え
る
育
友
会
や
卒
業
生
が

集
う
校
友
会
な
ど
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
圧

倒
的
に
充
実
し
て
い
る
の
だ
。

「
大
学
が
単
な
る
情
報
伝
達
の
場
で
は
虚

し
い
。
言
い
方
は
悪
い
の
で
す
が
、
入
学
し
た

学
生
を
４
年
間
で『
大
化
け
』さ
せ
る
こ
と
が
、

私
た
ち
の
課
題
な
の
で
す
。
こ
の
た
め
初
年

次
教
育
に
も
力
を
入
れ
て
お
り
、
最
初
の
夏

休
み
を
過
ぎ
る
と
、
学
生
の
態
度
や
姿
勢
は

目
に
見
え
て
変
わ
り
ま
す
ね
」

し
か
し
な
が
ら
、
０
７
年
度
か
ら
は「
全

入
時
代
」。
大
学
間
の
競
争
も
熾
烈
に
な
っ

て
い
く
と
見
ら
れ
る
の
だ
が
。

「
あ
ま
り
心
配
し
て
い
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
誰

で
も
望
め
ば
大
学
に
行
け
る
希
有
な
時
代
。

進
学
率
が
低
か
っ
た
頃
の
人
た
ち
に
と
っ
て

は
、
羨
ま
し
く
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
恵
ま
れ
た

状
況
だ
と
思
い
ま
す
よ
。
歴
史
を
た
ど
れ
ば
、

太
平
洋
戦
争
の
学
徒
出
陣
に
よ
っ
て
、
勉
学

の
志
な
か
ば
で
戦
死
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

若
者
も
数
多
く
い
ま
し
た
。
現
代
の
視
点
か

ら
見
れ
ば
何
と
も
理
不
尽
こ
の
う
え
な
い
こ

と
で
す
が
、
そ
の
命
令
に
抗
す
る
こ
と
は
不

可
能
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
戦
後
に
な
り
、

命
か
ら
が
ら
生
還
し
て
き
た
学
生
諸
君
と

一
緒
に
な
っ
て
、
私
財
を
投
じ
て
大
学
を
再

建
し
た
の
が
、
今
村
力
三
郎
総
長
で
す
。
私

た
ち
が
大
学
で
安
穏
と
勉
強
で
き
る
の
は
、

こ
う
し
た
無
数
の
悲
運
な
犠
牲
者
が
礎
に

な
っ
て
い
ま
す
。
戦
災
で
瓦
解
に
瀕
し
た
大

学
を
再
建
で
き
た
の
も
、
彼
ら
の
無
念
な
想

い
が
心
の
中
に
あ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
う
考
え
れ
ば
、
誰
で
も
望
め
ば
大
学
で

学
べ
る
時
代
が
い
か
に
素
晴
ら
し
い
か
が
わ

か
る
は
ず
。
だ
か
ら
こ
そ
、
大
学
の
４
年
間

を
無
駄
に
過
ご
さ
せ
て
は
い
け
な
い
。
そ
う

考
え
る
こ
と
も
ま
た
、
専
修
大
学
に
お
け
る

『
社
会
知
性
』の
ひ
と
つ
な
の
で
す
」

社
会
問
題
を
主
体
的
に

発
見
・
解
決
し
て
い
く
知
性

相
次
ぐ
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
規
制
緩
和
に

よ
っ
て
、
日
本
社
会
は
市
場
原
理
主
義
へ
と

変
貌
し
つ
つ
あ
る
。
行
政
の
事
前
関
与
を
減

少
さ
せ
る
こ
と
で
、
経
済
を
活
性
化
さ
せ
る

こ
と
が
目
的
だ
が
、
そ
の
反
面
で
、
違
法
で

な
け
れ
ば
何
を
や
っ
て
も
自
由
と
い
う
風
潮

が
生
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。
倫
理
や
道
徳
が
意

味
を
失
え
ば
、
残
る
指
標
は
金
銭
し
か
な
い
。

か
く
て
、
私
た
ち
は
勝
ち
組
、
負
け
組
と

し
て
評
価
さ
れ
る「
格
差
社
会
」と
い
う
荒
海

に
漂
流
を
始
め
た
よ
う
に
見
え
る
。

そ
ん
な
時
代
に
、
大
学
教
育
と
は
い
っ
た
い

ど
ん
な
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
。
０
７
年
度

に
は
数
の
上
で
は
志
願
者
全
員
が
入
学
で

き
る「
全
入
時
代
」に
な
る
と
も
い
わ
れ
て
お

り
、
大
学
は
す
で
に
特
別
な
教
育
機
関
で
は

な
く
な
っ
た
。

こ
う
し
た
時
代
性
を
踏
ま
え
て
、
専
修
大

学
で
は
教
育
改
革
を
進
め
て
い
る
が
、
そ
の

柱
と
な
る
の
が
「
社
会
知
性
（S

o
c
io
-

Intelligence

）の
開
発
」で
あ
る
。

「
こ
れ
ま
で
に
な
い
、
ま
っ
た
く
新
し
い
概
念

で
す
。
端
的
に
い
え
ば
、
社
会
の
諸
問
題
を

主
体
的
に
見
つ
け
て
、
こ
れ
を
主
体
的
に
解

決
し
て
い
く
能
力
を
い
い
ま
す
。
こ
の
社
会
知

性
に
は
２
つ
の
側
面
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
大

学
と
し
て
、
日
本
の
屋
台
骨
を
支
え
る
よ
う

な
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
。
次
に
、
時
代
が

必
要
と
す
る
社
会
知
性
を
広
く
発
信
し
て

い
く
こ
と
で
す
」（
日
b
義
博
学
長
、以
下
同
）

こ
の
社
会
知
性
は
、
問
題
解
決
能
力
だ
け

で
な
く
、
情
報
処
理
、
自
己
表
現
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
も
含
ま
れ
る
の
だ
が
、
学
問

や
知
性
を
大
学
の
中
で
単
独
で
磨
い
て
い
く

の
で
は
な
く
、
社
会
と
の
積
極
的
な
関
与
の

中
で
培
っ
て
い
く
こ
と
が
際
立
っ
た
特
長
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

建
学
の
頃
と
重
な
る

変
革
の
時
代

「
大
学
の
歴
史
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、

医
学
や
法
学
は
社
会
的
な
要
求
に
よ
っ
て
誕

生
し
た
も
の
で
す
。
課
題
は
大
学
の
外
に
あ

っ
た
の
で
す
。
こ
う
し
た
実
学
は
時
に
暴
走

す
る
た
め
、
そ
れ
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
の

が
哲
学
で
し
た
。
こ
の
よ
う
に
学
問
は
社
会

と
の
相
互
作
用
の
中
で
形
成
さ
れ
て
き
た
の

で
す
か
ら
、
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
倫
理
や
道
徳
、

そ
れ
に
人
生
観
な
ど
も
含
め
て『
社
会
知
性
』

と
い
う
新
た
な
概
念
で
積
極
的
に
再
認
識

す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
」

ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
で
評
価
さ
れ
る
狭
義
の
学

力
だ
け
で
な
く
、
豊
か
な
人
間
性
と
行
動
力

を
伴
な
っ
た
本
来
的
な
英
知
を
養
う
人
材

学　長
法学博士

日e義博
1948年1月生まれ。専修大学法学
部卒業後、明治学院大学大学院法
学研究科博士課程単位取得。
1975年に専修大学法学部講師。
77年に助教授、84年に教授。01年
から法学部長。04年に学長就任。
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大
学
は
教
育
に
お
け
る
最
高
学
府
と
さ
れ
て
き
た
が
、
１
９
８
０
年
代
か
ら
大
衆
化
が
急
速
に
進
行
し
て
き
た
。

さ
ら
に
少
子
化
に
よ
っ
て
、
２
０
０
７
年
度
に
は
志
願
者
と
入
学
者
が
同
数
の「
全
入
」に
な
る
と
い
わ
れ
る
。

そ
ん
な
時
代
に
あ
る
べ
き
大
学
教
育
と
は
何
か
。

専
修
大
学
か
ら
現
代
社
会
へ
の
提
案
を
、
こ
れ
か
ら
15
回
の
シ
リ
ー
ズ
で
紹
介
し
て
い
く
。
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写真／簗田郁子
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現
代
社
会
と
若
者
た
ち
を
活
性
化
す
る
15
の
キ
ー
ワ
ー
ド

1

「全入時代」の
大学教育を問う

シリーズ

専修大学 ≫ ≫ ≫ 　 専 修 大 学 の 4 年 間 で 学 生 は 変 わります。
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