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矢野眞和　

志
願
者
と
入
学
者
の
総
数
が
ほ
ぼ
同

じ
に
な
る
「
大
学
全
入
時
代
」
が
や
っ

て
く
る
。
数
字
上
で
は
、
進
学
先
を
選

ば
な
け
れ
ば
、
ど
こ
か
の
大
学
に
入
れ

る
こ
と
に
な
る
。
熾
烈
な
受
験
競
争
が

緩
和
さ
れ
、
受
験
生
は
じ
っ
く
り
大
学

が
選
べ
る
よ
う
に
な
る
と
も
言
わ
れ
て

い
る
が
、「
希
望
す
れ
ば
だ
れ
で
も
大

学
進
学
で
き
る
と
考
え
る
の
は
誤
り
だ
」

と
、
東
京
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科

の
矢
野
眞
和
教
授
は
指
摘
す
る
。

確
か
に
、
高
校
の
進
路
指
導
の
現
場

で
も
、
大
学
に
行
き
た
い
と
思
っ
て
い

な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
進
学
で

き
な
い
生
徒
が
い
る
の
は
事
実
。
矢
野

教
授
は
、「『
大
学
全
入
時
代
』
と
い
う

言
葉
が
、
今
も
存
在
す
る
進
学
機
会
の

不
平
等
問
題
を
隠
蔽
し
て
し
ま
っ
て
い

る
」
と
問
題
視
す
る
。
今
号
で
は
、
大

学
に
進
学
で
き
る
生
徒
と
で
き
な
い
生

徒
の
進
学
格
差
の
実
態
や
傾
向
、
教
育

政
策
の
あ
り
方
に
つ
い
て
矢
野
教
授
に

話
を
聞
い
た
。

失
業
に
対
す
る
不
安
が

大
学
進
学
率
を
支
え
る

―
―
大
学
に
行
き
た
い
と
思
っ
て
も
行
け

な
い
生
徒
は
確
か
に
い
ま
す
が
、
学
力
が

足
り
な
く
て
行
け
な
か
っ
た
側
面
も
あ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

矢
野

も
し
大
学
進
学
が
学
力
に
よ
っ

て
左
右
さ
れ
る
の
な
ら
、
大
学
進
学
率

が
50
％
あ
た
り
で
高
止
ま
り
す
る
こ
と

は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
学
力
順
に
大
学
に

進
学
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
大
学
進
学
率

50
％
の
場
合
、
偏
差
値
50
の
生
徒
ま
で

が
大
学
に
入
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し

か
し
、
偏
差
値
50
前
後
に
は
高
校
生
全

体
の
16
％
も
の
生
徒
が
い
る
ん
で
す
。

実
際
、
偏
差
値
48
と
偏
差
値
52
の
学

力
差
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
偏
差

値
50
の
生
徒
が
大
学
に
行
け
る
な
ら
、

偏
差
値
48
の
生
徒
も
大
学
に
行
け
る
は

ず
で
す
し
、
偏
差
値
48
ま
で
の
高
校
生

が
大
学
に
行
く
よ
う
に
な
れ
ば
、
進
学

率
は
す
ぐ
に
８
％
ぐ
ら
い
は
上
が
る
は

ず
で
す
。
で
も
、
実
際
の
大
学
進
学
率

は
約
50
％
よ
り
上
に
は
行
か
な
い
。
な

ぜ
で
し
ょ
う
か
。
学
力
以
外
の
要
因
が

あ
る
か
ら
で
す
よ
。

―
―
学
力
が
あ
っ
て
も
、「
専
門
学
校
に

行
き
た
い
」
と
考
え
る
生
徒
も
少
な
く
な

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

矢
野

そ
れ
も
違
う
と
思
い
ま
す
ね
。

僕
た
ち
が
昨
年
度
に
実
施
し
た
意
識
調

査
で
は
、
高
校
３
年
生
の
６
割
近
く
が

４
年
制
大
学
の
進
学
を
希
望
し
て
い
る
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
も
同
様
の
調
査
を
定
期
的
に
し

て
い
ま
す
が
、「
子
ど
も
を
大
学
に
行

か
せ
た
い
」
と
考
え
る
親
は
７
〜
８
割

も
い
ま
す
。「
大
学
に
行
か
せ
た
い
け

ど
行
か
せ
ら
れ
な
い
」
親
や
「
大
学
に

行
き
た
い
け
ど
行
け
な
い
」
高
校
生
が

少
な
か
ら
ず
い
る
の
で
す
。

―
―
学
力
と
意
欲
以
外
に
大
学
に
行
け
な

い
理
由
は
、
何
で
し
ょ
う
か
。

矢
野

経
済
的
な
理
由
で
あ
る
と
考
え

る
の
が
妥
当
で
し
ょ
う
。
こ
こ
数
年
、

家
計
に
お
け
る
所
得
が
減
少
傾
向
で
す
。

そ
れ
な
の
に
、
こ
の
デ
フ
レ
下
で
も
な

ぜ
か
大
学
の
授
業
料
だ
け
は
上
昇
し
て

い
る
。
子
ど
も
が
進
学
す
る
と
な
る
と

家
計
を
か
な
り
圧
迫
し
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
経
験
か
ら
言
え
ば
、
所

得
が
上
が
れ
ば
大
学
進
学
率
は
上
が
り

ま
す
。
授
業
料
が
上
が
れ
ば
進
学
率
は

下
が
り
ま
す
。
ま
た
、
進
学
率
と
失
業

率
は
連
動
し
や
す
く
、
世
の
中
の
失
業

不
安
が
高
ま
る
と
、
就
職
活
動
を
有
利

に
展
開
す
る
た
め
、
大
学
進
学
へ
の
意

欲
が
高
ま
り
ま
す
。

以
上
の
関
連
性
を
考
え
る
と
、
所
得

が
下
が
っ
て
い
る
上
に
授
業
料
も
上
が

っ
て
い
る
状
況
で
は
、
進
学
率
が
下
が

っ
て
然
る
べ
き
と
こ
ろ
な
の
で
す
が
、

大
学
進
学
率
が
50
％
を
下
回
ら
な
い
の

は
、
よ
ほ
ど
失
業
不
安
が
強
い
か
ら
だ

と
思
い
ま
す
。「
高
い
授
業
料
を
４
年

間
も
払
う
の
は
苦
し
い
け
ど
、
将
来
の

就
職
を
思
え
ば
仕
方
な
い
」
と
考
え
る

「大学全入時代」が
進学格差を隠蔽する
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家
庭
が
多
い
の
で
し
ょ
う
。

と
い
う
こ
と
は
、
行
き
た
く
て
も
大

学
に
行
け
な
い
高
校
生
が
、
そ
の
影
に

い
っ
ぱ
い
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
も

っ
と
、
教
育
政
策
に
携
わ
る
者
は
、
大

学
全
入
時
代
に
大
学
進
学
率
が
50
％
よ

り
上
に
行
か
な
い
こ
と
を
「
変
だ
」
と

思
わ
な
い
と
い
け
な
い
。
こ
れ
が
当
た

り
前
だ
と
思
っ
て
い
た
ら
と
ん
で
も
な

い
話
。
そ
こ
に
は
大
き
な
教
育
機
会
不

平
等
の
問
題
が
潜
ん
で
い
る
の
で
す
。

中
学
の
成
績
上
位
者
の

３
割
が
大
学
に
行
か
な
い

―
―
「
大
学
全
入
時
代
」
と
い
う
の
は
、

「
金
さ
え
あ
れ
ば
大
学
に
入
れ
る
時
代
」

と
解
釈
す
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。

矢
野

そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
意
識
調

査
を
し
て
も
、
専
修
学
校
を
第
一
志
望

に
あ
げ
る
生
徒
は
多
く
は
な
い
ん
で
す
。

親
も
子
も
、
希
望
進
路
の
第
一
位
は
圧

倒
的
に
大
学
で
す
。
し
か
し
、
実
際
に

は
、
大
学
に
行
き
た
く
て
も
行
け
な
い

生
徒
が
多
く
い
る
。

昨
年
、
４
０
０
０
人
の
高
校
生
と
保

護
者
を
対
象
に
進
路
調
査
を
行
い
、
そ

の
デ
ー
タ
か
ら
中
学
時
代
の
成
績
と
大

学
進
学
の
相
関
関
係
を
調
べ
て
み
ま
し

た
。
高
校
だ
と
学
校
が
す
で
に
偏
差
値

で
区
分
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
ね
。

中
学
生
だ
っ
た
頃
の
成
績
が
「
上
、
中

の
上
、
中
の
下
、
下
」
の
い
ず
れ
か
だ

っ
た
か
答
え
て
も
ら
い
、
大
学
に
進
学

し
た
か
ど
う
か
答
え
て
も
ら
っ
た
。

す
る
と
、
中
学
の
成
績
が
「
上
」
の

グ
ル
ー
プ
で
は
大
学
進
学
率
が
64
％
、

一
方
、
中
学
の
成
績
が
「
下
」
の
グ
ル

ー
プ
の
大
学
進
学
率
が
36
％
で
し
た
。

高
校
に
入
っ
て
か
ら
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
中
学
の
成
績

が
「
上
」
だ
っ
た
の
に
、
大
学
に
行
か

な
い
人
が
３
割
以
上
も
い
る
の
で
す
。

こ
れ
は
明
ら
か
に
お
か
し
い
。「
今
の

高
校
生
は
、
希
望
す
れ
ば
大
学
に
行
け

る
か
ら
幸
せ
だ
」
な
ん
て
、
見
当
違
い

な
ウ
ソ
を
言
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

本
論
か
ら
そ
れ
ま
す
が
、
昨
今
、
多

く
の
大
学
関
係
者
が
「
大
学
生
の
学
力

が
低
下
し
た
」
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
は
不
況
の
影
響
な
ど
で
学
力
上
位

層
の
一
部
が
大
学
に
入
れ
な
く
な
り
、

そ
の
代
わ
り
に
学
力
下
位
層
が
容
易
に

大
学
に
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
要
因
も

あ
る
ん
で
す
。
家
計
の
状
況
に
関
わ
り

な
く
進
学
し
や
す
い
仕
組
み
を
国
や
学

校
が
作
れ
ば
、
学
生
の
学
力
は
以
前
の

よ
う
に
な
り
ま
す
よ
。

―
―
女
子
の
大
学
進
学
は
、
男
子
に
比
べ

る
と
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
か
。

矢
野

僕
た
ち
が
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
を
分
析
す
る
と
、
成
績
上
位
の
生

徒
で
女
子
の
４
年
制
大
学
進
学
者
の
比

率
は
６
割
弱
。
男
子
よ
り
１
割
ぐ
ら
い

低
か
っ
た
。
ま
た
、
女
子
の
大
学
進
学

は
、
男
子
よ
り
家
計
所
得
の
影
響
を
強

く
受
け
る
。

そ
れ
と
、
女
子
の
場
合
、
家
庭
の
家

計
が
厳
し
い
ほ
ど
地
元
志
向
が
強
ま
り

ま
す
。
特
に
、
地
元
経
済
が
弱
い
地
域

に
住
む
女
子
高
校
生
の
地
元
志
向
は
強

い
で
す
ね
。

も
と
も
と
、
地
方
の
大
学
進
学
率
は

低
い
。
北
海
道
や
九
州
地
方
は
、
男
女

の
大
学
進
学
率
が
関
東
や
中
部
に
比
べ

る
と
１
割
近
く
も
落
ち
ま
す
。
女
子
だ

け
な
ら
も
っ
と
落
ち
る
で
し
ょ
う
。
結

局
、「
大
学
に
進
学
し
た
い
」
と
思
っ

て
い
て
も
、
限
ら
れ
た
枠
の
国
立
大
に

入
れ
な
い
と
、
経
済
的
な
理
由
な
ど
か

ら
大
学
進
学
を
諦
め
て
し
ま
う
こ
と
が

多
く
な
る
ん
で
す
。

地
方
の
大
学
進
学
環
境
を
良
く
す
る

た
め
に
地
元
の
大
学
が
が
ん
ば
る
こ
と

が
重
要
な
ん
で
す
が
、
地
方
の
私
立
大

と
い
う
の
は
伝
統
が
な
く
、
魅
力
も
あ

ま
り
な
い
ん
で
す
よ
ね
。

●視点
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調
査
分
析
す
る
と
、
地
方
の
高
校
生

の
な
か
に
は
失
業
の
不
安
を
強
く
感
じ

な
が
ら
大
学
に
行
き
た
く
て
も
行
け
な

い
と
い
う
層
が
２
割
ぐ
ら
い
い
る
。

学
力
も
意
欲
も
あ
る
の
に
、
将
来
に

対
す
る
不
安
も
強
く
あ
る
の
に
、
地
方

に
住
み
家
計
の
状
況
が
良
く
な
い
と
い

う
だ
け
で
、
大
学
へ
の
進
学
機
会
が
保

障
さ
れ
な
い
。
こ
の
層
の
進
学
機
会
に

つ
い
て
も
っ
と
考
え
る
べ
き
で
す
。

そ
れ
と
、
女
子
の
進
学
に
つ
い
て
話

を
戻
す
と
、
短
大
の
人
気
は
下
降
線
を

た
ど
っ
て
い
ま
す
が
、
近
い
う
ち
に
歯

止
め
が
か
か
る
よ
う
に
思
う
。
近
い
う

ち
に
企
業
が
短
大
卒
者
に
対
す
る
評
価

を
変
え
る
と
予
測
す
る
か
ら
で
す
。
企

業
に
と
っ
て
、
短
大
卒
者
は
４
年
制
大

卒
者
よ
り
若
く
入
社
す
る
わ
け
だ
か
ら
、

安
く
長
く
雇
え
る
。
本
当
は
、
労
働
力

と
し
て
魅
力
な
ん
で
す
。

最
近
の
景
気
回
復
が
ど
う
い
う
も
の

が
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
10
年

間
、
企
業
は
新
卒
採
用
を
控
え
て
き
た
。

若
年
層
の
労
働
力
は
絶
対
的
に
不
足
し

て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
の
短
大
卒

者
の
メ
リ
ッ
ト
を
再
び
活
か
そ
う
と
考

え
出
す
企
業
は
多
い
と
思
う
。
そ
の
動

き
が
本
当
に
出
て
く
れ
ば
、
短
大
に
入

ろ
う
と
考
え
る
女
子
の
高
校
生
は
増
え

る
で
し
ょ
う
。
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若
者
を
教
育
す
る
責
任
を

社
会
が
と
っ
て
い
な
い

―
―
奨
学
金
制
度
を
充
実
す
れ
ば
、
進
学

機
会
の
不
平
等
を
解
消
で
き
る
と
い
う
意

見
も
あ
り
ま
す
が
…
…
。

矢
野

奨
学
金
制
度
は
、
貧
し
い
層
と

豊
か
な
層
の
差
を
広
げ
る
方
向
に
働
く

ん
で
す
。
実
際
、
奨
学
金
を
有
利
子
で

月
６
万
円
借
り
る
と
、
卒
業
後
に
２
８

８
万
円
プ
ラ
ス
利
子
を
借
金
と
し
て
背

負
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
返
済
す
る

と
な
る
と
意
外
と
骨
が
折
れ
る
ん
で
す
。

就
職
後
に
転
職
や
独
立
の
チ
ャ
ン
ス
が

あ
っ
て
も
、
た
め
ら
う
こ
と
に
な
る
か

も
し
れ
な
い
。
結
婚
す
る
機
会
が
あ
っ

て
も
見
送
る
か
も
し
れ
な
い
。

少
な
く
と
も
、
奨
学
金
を
借
り
な
か

っ
た
人
よ
り
不
自
由
な
思
い
を
し
や
す

い
。
奨
学
金
制
度
は
、
僕
か
ら
見
れ
ば

「
貧
し
い
人
は
借
金
し
な
さ
い
」「
豊
か

な
人
は
親
か
ら
も
ら
い
な
さ
い
」
と
言

っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
も
し
奨
学

金
制
度
で
家
計
の
授
業
料
負
担
を
軽
減

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
な
ら
、
豊
か

な
子
弟
も
貧
し
い
子
弟
も
同
じ
よ
う
に

借
金
し
て
、
一
様
に
働
い
て
返
す
と
い

う
ル
ー
ル
を
作
る
べ
き
で
す
。

学
校
で
学
ん
だ
こ
と
は
自
分
の
利
益

な
の
だ
か
ら
、
学
生
本
人
が
費
用
を
負

担
す
る
。
こ
れ
な
ら
卒
業
後
の
ス
タ
ー

ト
ラ
イ
ン
は
一
緒
に
な
る
の
で
、
機
会

平
等
と
い
う
筋
が
通
る
。「
親
が
金
を

持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
が
悪
い
」
と
言

う
人
も
い
ま
す
が
、
機
会
平
等
の
社
会

を
作
ろ
う
と
思
え
ば
、
そ
の
論
は
筋
が

通
ら
な
い
は
ず
で
す
。

―
―
今
の
教
育
政
策
は
、
個
人
の
家
計
に

依
存
し
す
ぎ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

矢
野

そ
う
で
す
。
子
ど
も
が
大
学
に

行
く
と
、
そ
の
家
庭
の
貯
蓄
率
が
マ
イ

ナ
ス
10
％
に
な
る
と
い
う
デ
ー
タ
も
あ

る
ぐ
ら
い
で
す
。
親
は
あ
り
金
を
は
た

い
て
教
育
費
を
負
担
す
る
。
負
担
で
き

な
い
家
庭
は
大
学
進
学
を
諦
め
る
か
ハ

ン
デ
ィ
を
背
負
う
。
今
の
政
策
は
、
豊

か
な
人
だ
け
が
得
し
や
す
い
。

社
会
が
若
者
の
進
学
意
欲
や
学
力
を

活
か
せ
て
い
な
い
の
は
明
ら
か
で
、
次

世
代
を
担
う
若
者
を
教
育
す
る
責
任
を

社
会
が
と
っ
て
い
な
い
ん
で
す
よ
。
教

育
政
策
の
失
敗
で
す
。
こ
ん
な
状
態
が

続
く
と
、「
我
子
さ
え
良
け
れ
ば
い
い
」

と
い
う
風
潮
が
強
ま
り
、
学
生
も
「
社

会
は
何
も
助
け
て
く
れ
な
い
、
頼
れ
る

の
は
自
分
だ
け
」
と
思
う
で
し
ょ
う
。

そ
れ
な
の
に
、
大
学
は
「
社
会
に
貢

献
で
き
る
人
材
の
要
請
」
な
ど
と
謳
う
。

こ
う
い
う
政
策
を
と
っ
て
い
る
か
ぎ
り

で
き
ま
せ
ん
ね
。
社
会
に
貢
献
す
る
人

材
養
成
を
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
社
会

的
な
助
け
合
い
の
お
金
で
教
育
を
す
る

の
が
一
番
で
す
。
つ
ま
り
税
金
で
す
。

そ
う
な
れ
ば
、
教
師
た
ち
は
「
君
た
ち

の
授
業
料
が
安
か
っ
た
り
タ
ダ
だ
っ
た

り
す
る
の
は
、
見
知
ら
ぬ
人
が
あ
な
た



た
ち
に
期
待
し
て
、
未
来
の
社
会
を
託

そ
う
と
し
て
い
る
か
ら
な
ん
で
す
よ
」

と
言
え
ま
す
。
人
は
他
人
か
ら
恩
を
も

ら
っ
た
と
き
に
初
め
て
「
社
会
の
た
め

に
役
立
と
う
」
と
思
う
も
の
で
す
。
助

け
合
い
の
精
神
を
教
え
る
こ
と
は
、
教

育
の
真
髄
で
も
あ
る
。

次
代
を
担
う
若
者
を
教
育
す
る
と
き

に
は
理
念
ば
か
り
で
な
く
、
社
会
が
負

担
す
べ
き
お
金
、
個
人
家
計
が
受
け
持

つ
お
金
、
学
生
本
人
が
支
払
う
お
金
の

バ
ラ
ン
ス
を
考
え
る
こ
と
も
大
事
な
ん

で
す
。
教
育
論
で
お
金
の
話
を
す
る
と

非
難
さ
れ
や
す
い
ん
で
す
が
、
お
金
の

こ
と
を
し
っ
か
り
考
え
て
こ
な
か
っ
た

結
果
が
今
の
不
平
等
に
つ
な
が
っ
て
い

ま
す
。
教
育
は
、
お
金
の
問
題
で
も
あ

る
ん
で
す
よ
。

と
に
か
く
、
大
学
に
行
き
た
い
け
ど

行
け
な
い
と
い
う
問
題
を
解
決
す
る
に

は
、
家
計
に
占
め
る
授
業
料
負
担
を
軽

減
す
る
政
策
が
何
か
し
ら
必
要
で
す
。

も
し
「
教
育
は
自
己
責
任
」
と
い
う
風

潮
が
強
ま
っ
て
い
く
だ
け
な
ら
、
進
学

格
差
は
な
く
な
ら
な
い
し
、
次
世
代
の

人
材
も
育
ち
ま
せ
ん
。

学
ぶ
内
容
よ
り

習
慣
を
身
に
つ
け
た
者
が
活
躍

―
―
資
格
取
得
を
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
に
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す
る
大
学
が
増
え
、
大
学
が
専
門
学
校
化

し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
も
見
え
ま
す
が
、
矢

野
先
生
は
ど
う
思
い
ま
す
か
。

矢
野

大
学
は
、
社
会
に
出
て
役
に
立

つ
こ
と
を
教
え
る
の
が
筋
だ
と
思
う
の

で
、
そ
れ
は
そ
れ
で
良
い
と
思
い
ま
す
。

で
も
、
実
利
的
な
こ
と
を
教
え
る
と
い

う
の
は
、
あ
く
ま
で
も
「
学
ぶ
習
慣
」

を
つ
け
る
た
め
の
一
つ
の
入
り
口
で
あ

る
こ
と
も
忘
れ
て
ほ
し
く
な
い
。

と
い
う
の
は
、
大
学
卒
業
者
の
意
識

調
査
を
や
る
と
、
学
生
時
代
に
一
生
懸

命
勉
強
し
た
人
が
必
ず
し
も
所
得
が
高

い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
よ
。

サ
ー
ク
ル
活
動
に
熱
心
だ
っ
た
人
が
、

い
ち
早
く
出
世
し
た
か
と
い
え
ば
、
そ

う
で
も
な
い
。
学
生
時
代
に
取
り
組
ん

だ
こ
と
は
、
直
接
的
に
は
現
在
の
状
況

に
影
響
を
与
え
て
い
な
い
ん
で
す
。

し
か
し
、
学
ぶ
姿
勢
を
持
ち
続
け
、

日
々
自
ら
問
題
意
識
を
も
っ
て
読
書
す

る
な
ど
学
び
続
け
て
い
る
人
は
、
所
得

が
高
い
ん
で
す
。
そ
う
い
う
人
の
ほ
と

ん
ど
は
、
学
生
時
代
に
学
ぶ
習
慣
を
身

に
つ
け
た
人
た
ち
な
ん
で
す
よ
ね
。

大
学
で
専
門
知
識
や
資
格
の
知
識
を

学
べ
ば
、
就
職
後
に
役
立
つ
と
考
え
る

人
も
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
一
面
的
な
解

釈
。
僕
た
ち
の
分
析
で
は
、
学
ん
だ
内

容
よ
り
も
「
学
ぶ
習
慣
」
を
身
に
つ
け

た
ほ
う
が
卒
業
後
に
大
き
な
差
を
生
み

ま
す
。
学
生
の
と
き
、
何
か
に
一
生
懸

命
取
り
組
み
達
成
感
を
味
わ
い
、
自
信

を
つ
け
な
が
ら
学
ぶ
と
い
う
習
慣
を
身

に
つ
け
た
者
が
、
社
会
に
出
て
か
ら
も

努
力
し
続
け
工
夫
を
し
続
け
、
学
び
続

け
て
職
場
な
ど
で
活
躍
し
て
い
る
わ
け

で
す
。
学
ぶ
習
慣
に
は
、
経
済
的
な
効

果
が
あ
る
ん
で
す
。

学
ぶ
き
っ
か
け
は
何
で
も
い
い
ん
で

す
。
大
切
な
の
は
習
慣
づ
く
り
。
抽
象

的
な
話
を
聞
く
よ
り
実
利
的
な
話
が
わ

か
り
や
す
い
と
感
じ
る
人
は
、
資
格
に

か
ら
め
て
学
び
始
め
て
学
ぶ
習
慣
を
身

に
つ
け
れ
ば
い
い
。
専
門
や
教
養
か
ら

入
り
た
い
人
は
、
そ
こ
か
ら
入
れ
ば
い

い
。
学
校
は
偏
る
こ
と
な
く
、
教
養
的

な
知
識
、
専
門
的
な
知
識
、
資
格
的
な

知
識
を
総
合
的
に
学
べ
る
学
習
機
会
を

い
ろ
い
ろ
提
供
し
、
学
生
に
広
い
視
野

を
持
た
せ
て
学
ぶ
習
慣
を
身
に
つ
け
さ

せ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

―
―
高
校
で
進
路
指
導
を
担
当
す
る
先
生

方
に
助
言
を
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
。

矢
野

進
路
指
導
で
悩
ま
し
い
の
は
、

す
ぐ
に
進
路
を
決
め
ら
れ
る
生
徒
と
、

迷
っ
た
り
悩
ん
だ
り
す
る
生
徒
が
い
る

こ
と
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
僕
た
ち
の

調
査
で
も
、
大
学
に
行
き
た
い
と
思
っ

て
き
た
生
徒
が
高
校
３
年
生
で
「
ど
う

し
よ
う
か
」
と
悩
み
出
す
と
い
う
デ
ー

タ
は
多
い
。

し
か
し
、
進
路
が
決
ま
っ
て
い
る
生

徒
は
一
見
良
さ
そ
う
で
す
が
、
実
は
よ

く
考
え
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

逆
に
、
揺
ら
い
で
い
る
人
と
い
う
の
は

実
は
深
く
考
え
て
い
る
人
な
の
か
も
し

れ
な
い
。
悩
み
な
が
ら
考
え
る
と
い
う

の
は
、
成
長
す
る
と
き
に
は
大
事
な
こ

と
で
、
そ
ん
な
生
徒
が
い
れ
ば
温
か
く

見
守
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
。

進
路
の
定
ま
り
に
く
い
高
校
生
を
指

導
す
る
の
は
大
変
難
し
い
こ
と
だ
と
推

察
し
ま
す
。
で
も
、
学
校
で
の
学
習
経

験
、
達
成
感
、
成
功
体
験
と
い
う
も
の

は
、
就
職
し
て
も
進
学
し
て
も
非
常
に

有
効
で
す
。

何
よ
り
も
大
切
な
の
は
、
悩
み
な
が

ら
も
「
学
び
の
習
慣
」
を
生
徒
が
身
に

つ
け
る
こ
と
。
そ
の
習
慣
が
、
職
場
の

学
習
に
も
、
大
学
の
学
習
に
も
大
い
に

役
立
ち
ま
す
。
学
習
の
習
慣
が
、
生
涯

に
わ
た
る
学
習
に
生
き
て
き
ま
す
の
で
、

学
校
で
の
学
習
体
験
、
生
活
体
験
が
大

事
で
あ
る
こ
と
を
生
徒
た
ち
に
伝
え
て

ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

※
こ
の
記
事
で
紹
介
し
た
高
校
生
と
保
護
者
の
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
は
、
大
学
経
営
・
政
策
研
究

セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.p.u-

tokyo.ac.jp/crum
p

）
で
一
部
閲
覧
で
き
ま
す
。


