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大
学
に
お
け
る
導
入
教
育
の
拡
が
り
と
意
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
田
　
礼
子

（
同
志
社
大
学
社
会
学
部
教
授
・
教
育
開
発
セ
ン
タ
ー
副
所
長
）

灘

は
じ
め
に

　
桜
の
咲
く
こ
の
季
節
は
新
入
生
が
大
学
の
門
を
く
ぐ
る
時
期
で
も

あ
る
。
毎
年
繰
り
返
さ
れ
る
風
景
で
あ
る
が
、
新
入
生
に
と
っ
て
は

緊
張
に
満
ち
た
時
問
で
も
あ
る
。
初
め
て
親
元
を
離
れ
て
一
人
住
ま

い
を
す
る
者
、
高
校
と
大
学
で
の
学
習
の
違
い
に
不
安
を
抱
く
者
、

友
達
が
で
き
る
か
心
配
し
て
い
る
者
、
今
ま
で
で
き
な
か
っ
た
こ
と

に
大
学
で
思
う
存
分
打
ち
込
み
た
い
と
希
望
で
わ
く
わ
く
し
て
い
る

者
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
は
異
な
る
が
、
こ
う
し
た
多
く
の
新
入
生
た

ち
の
期
待
と
不
安
は
古
今
東
西
変
わ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
近
年
多
く
の
大
学
に
お
い
て
普
及
し
て
き
た
新
し
い
現
象
の
一

つ
と
し
て
、
導
入
教
育
の
拡
が
り
が
あ
る
。
か
つ
て
の
日
本
の
大
学

に
は
導
入
教
育
と
い
っ
た
新
入
生
や
一
年
次
生
を
対
象
と
し
た
教
育

は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
こ
う
し
た
導
入
教

育
が
持
つ
意
味
と
そ
の
普
及
の
背
景
、
さ
ら
に
は
導
入
教
育
の
持
つ

課
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

導
入
教
育
と
は
何
か

　
導
入
教
育
と
は
、
高
校
か
ら
大
学
へ
の
学
習
面
、
生
活
面
を
含
め

て
の
円
滑
な
移
行
を
目
指
す
た
め
の
教
育
で
あ
る
と
定
義
で
き
る
。

具
体
的
に
は
、
（
一
）
ス
タ
デ
ィ
・
ス
キ
ル
（
一
般
的
な
レ
ポ
ー

ト
・
論
文
の
書
き
方
や
文
献
の
探
し
方
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
リ
テ
ラ

シ
ー
）
の
教
育
、
（
二
）
ス
チ
ュ
ー
デ
ン
ト
・
ス
キ
ル
（
大
学
生
に

求
め
ら
れ
る
一
般
常
識
や
態
度
）
の
教
育
、
そ
し
て
、
（
三
）
専
門
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教
育
へ
の
橋
渡
し
と
な
る
よ
う
な
基
礎
的
知
識
・
技
能
の
教
育
、
の

　
三
つ
の
側
面
で
あ
る
。

　
　
二
〇
〇
一
年
度
調
査
（
・
）
を
参
照
す
る
と
、
導
入
教
育
を
実
施
し

　
て
い
る
学
部
に
関
し
て
、
実
施
年
度
の
推
移
を
見
る
と
、
早
く
か
ら

　
実
施
し
て
い
る
と
す
る
学
部
が
ご
く
少
数
存
在
す
る
一
方
、
一
九
九

　
　
一
年
を
越
え
て
実
施
数
が
増
大
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
。

　
　
特
に
、
学
生
の
学
力
低
下
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
注
目
を
浴

　
び
る
よ
う
に
な
っ
た
一
九
九
九
年
を
境
に
急
増
し
て
い
る
こ
と
が
わ

　
か
る
。
筆
者
は
本
調
査
に
先
駆
け
て
、
一
九
九
八
年
に
私
立
大
学
だ

　
け
で
な
く
、
国
立
、
公
立
大
学
を
含
め
た
二
〇
九
大
学
に
導
入
教
育

　
に
関
す
る
調
査
を
実
施
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
際
に
は
ま
だ
導

　
入
教
育
を
補
習
教
育
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
教
員
が
多
か
っ
た
。
し

　
か
し
、
二
〇
〇
一
年
度
調
査
に
お
い
て
は
、
導
入
教
育
を
補
習
教
育

　
で
あ
る
と
定
義
し
、
そ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
学
部
は
も
は
や

巳
少
数
に
な
っ
て
い
た
。
図
の
グ
ラ
フ
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
急
速

缶体
な
拡
が
り
の
な
か
で
、
導
入
教
育
の
定
義
が
上
記
の
三
つ
の
側
面
に

入
ほ
ぼ
収
束
さ
れ
て
き
た
と
み
て
も
間
違
い
は
な
い
だ
ろ
う
。

受の
　
　
こ
の
定
義
か
ら
推
測
す
る
限
り
、
導
入
教
育
で
は
ス
キ
ル
の
習
得

生
が
重
要
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ス
キ
ル
と
は
ス
キ
ル
の
み
を
単
独
で
教

入新
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
知
識
内
容
を
伴
っ
て
教
授
さ

．
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
場
合
の
知
識
に
は
、
一
年
次

集特
で
あ
っ
て
も
専
門
分
野
へ
の
導
入
と
な
る
内
容
も
含
ま
れ
る
。
さ
ら

図　導入教育の実施年
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に
、
精
神
的
側
面
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
よ
う
な
建
学
の
精
神
の
理
解
な

ど
も
ス
キ
ル
と
は
異
な
る
が
、
教
授
さ
れ
る
の
が
導
入
教
育
と
み
て

も
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
を
べ
ー
ス
に
広
義
に
解
釈
す
る
と
大
学
生

活
へ
の
円
滑
な
移
行
の
た
め
の
教
育
が
導
入
教
育
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

導
入
教
育
の
拡
が
り
の
背
景

　
そ
れ
で
は
な
ぜ
導
入
教
育
が
こ
の
一
〇
年
間
の
間
に
急
激
に
拡
が

っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
背
景
に
は
学
生
の
変
容
が
関
係
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
大
学

の
大
衆
化
の
促
進
に
見
ら
れ
る
環
境
的
な
要
因
を
見
て
み
よ
う
。

　
現
在
で
は
お
お
よ
そ
同
世
代
の
半
数
が
大
学
に
進
学
す
る
と
い
う

大
衆
化
時
代
で
あ
る
。
導
入
教
育
の
普
及
の
背
景
は
単
な
る
学
力
低

下
よ
り
も
こ
の
よ
う
な
大
衆
化
の
影
響
が
大
き
い
と
捉
え
ら
れ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
新
入
生
と
話
す
と
、
本
当
に
大
学

進
学
を
深
く
考
え
て
い
な
い
学
生
が
多
い
こ
と
に
気
づ
く
。
な
ぜ
な

ら
、
大
学
進
学
率
が
九
〇
％
に
達
す
る
よ
う
な
進
学
校
に
お
い
て
は
、

周
り
の
同
級
生
が
何
の
疑
問
も
持
た
ず
に
大
学
に
進
学
す
る
と
い

う
、
つ
ま
り
大
学
に
行
く
こ
と
が
通
過
儀
礼
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い

る
。
進
学
率
が
低
い
時
代
に
お
い
て
は
、
大
学
に
進
学
す
る
こ
と
に

対
し
て
、
何
ら
か
の
覚
悟
が
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
現
在
は
そ
う
し
た
覚
悟
を
必
要
と
し
な
い
ま
ま
、
多
く
の
高
校
生

が
大
学
に
進
学
す
る
大
衆
化
時
代
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
む
し
ろ
、
大

学
の
四
年
間
は
自
分
探
し
を
す
る
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
の
期
間
に
な
っ
て

き
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
次
に
、
学
生
と
教
師
と
の
関
係
の
変
容
も
関
連
性
が
高
い
。
言
い

換
え
れ
ば
、
現
在
の
大
学
教
員
が
育
っ
て
き
た
時
代
の
学
生
文
化
と

現
在
の
学
生
の
学
生
文
化
は
異
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
自
分
達
の
世

代
の
学
生
文
化
が
一
般
的
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
教
員
と
今
の
学

生
の
認
識
に
大
き
な
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
わ
け
だ
。

　
学
び
の
変
化
に
も
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
国
の
政
策
に
も
明
確

に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
が
、
最
近
の
大
学
は
よ
り
教
育
を
重
視
す
る

場
へ
と
変
化
し
て
き
て
い
る
。
こ
こ
で
、
日
本
の
大
学
教
授
に
関
す

る
研
究
を
見
て
み
よ
う
。
江
原
武
一
氏
は
日
本
の
大
学
の
教
員
は
研

究
志
向
型
が
多
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
米
国
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の

教
員
が
研
究
と
教
育
を
両
立
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
高
い
の
に
対

し
、
ド
イ
ツ
、
オ
ラ
ン
ダ
、
日
本
等
は
研
究
を
第
一
に
考
え
る
研
究

志
向
型
教
員
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
そ
の
中
で
も
、
日
本
は

教
育
よ
り
も
研
究
を
重
視
す
る
教
員
の
比
率
が
最
も
高
い
こ
と
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
、
教
育
重
視
の
方
向
へ
と
舵

が
切
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
教
員
の
意
識
も
教
育
重
視
へ
と
変
容

す
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
さ
れ
て
い
る
。

　
筆
者
が
大
学
に
入
学
し
た
一
九
七
〇
年
代
半
ば
を
思
い
返
す
と
、
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「
五
月
病
」
と
い
う
言
葉
が
大
流
行
で
あ
っ
た
。
最
近
で
は
こ
の
言

　
葉
を
聞
く
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
が
、
当
時
は
大
学
の
新
入

　
生
が
大
学
生
活
に
慣
れ
て
き
た
五
月
頃
に
か
か
る
情
緒
的
な
不
安
な

　
ど
を
あ
ら
わ
す
代
表
酌
な
言
葉
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で
必
死

　
に
な
っ
て
受
験
勉
強
を
し
て
、
首
尾
よ
く
志
望
校
に
入
学
で
き
た
学

　
生
や
志
望
校
以
外
の
大
学
に
入
学
し
た
学
生
の
両
方
が
感
じ
る
大
学

　
生
活
へ
の
違
和
感
や
失
望
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
無
気
力
感
を
示
し
て

　
い
た
の
が
こ
の
「
五
月
病
」
で
あ
る
。

　
　
筆
者
自
身
も
期
待
を
持
っ
て
大
学
に
入
学
し
た
も
の
の
、
当
時
の

　
新
入
生
が
履
修
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ク
ラ
ス
の
ほ
と
ん
ど
は
何
百

　
人
も
の
学
生
が
腰
掛
け
て
授
業
を
受
け
る
大
教
室
で
あ
っ
た
し
、
唯

　
　
一
の
少
人
数
で
行
わ
れ
る
語
学
の
授
業
も
担
当
の
教
員
の
研
究
の
延

　
長
線
上
か
ら
選
ば
れ
た
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
た
め
、

　
そ
れ
ほ
ど
魅
力
的
で
あ
る
と
は
思
え
な
か
っ
た
。

四
　
　
当
時
は
第
二
外
国
語
と
呼
ば
れ
た
英
語
以
外
の
外
国
語
の
中
で
、

お体
私
は
フ
ラ
ン
ス
語
を
選
択
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
精
読
の
ひ
と
つ

入
の
テ
キ
ス
ト
は
当
時
流
行
し
て
い
た
前
衛
小
説
で
あ
っ
た
。
あ
る
出

受の
版
社
か
ら
日
本
版
の
そ
の
前
衛
小
説
の
全
訳
版
が
出
版
さ
れ
て
い
た

生
の
で
、
そ
れ
を
訳
本
と
し
て
購
入
し
て
何
と
か
そ
の
授
業
の
単
位
を

入新
履
修
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
が
、
日
本
語
で
読
ん
で
も
そ
の
内
容

．
の
解
釈
は
難
し
く
、
私
を
は
じ
め
多
く
の
同
級
生
は
日
本
語
訳
を
丸

集特
覚
え
で
試
験
に
臨
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

今
思
い
返
す
と
、
担
当
の
教
員
は
大
学
生
を
エ
リ
ー
ト
と
し
て
扱

っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
フ
ラ
ン
ス
語
を
学
ぶ
限
り
、
解
釈
の
難
し

い
観
念
的
な
小
説
を
読
め
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、

そ
う
し
た
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
大
学
生
で
あ
る
と
い
う
こ

と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
フ
ラ
ン
ス
文
学
の

面
白
さ
を
フ
ラ
ン
ス
語
で
読
め
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
見
果

て
ぬ
夢
の
ま
ま
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
研
究
者
を

目
指
す
学
生
に
は
そ
れ
で
よ
い
の
だ
ろ
う
が
、
多
く
の
学
生
に
は
こ

う
し
た
内
容
は
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
語
学
の
授
業
に
限
ら
ず
、
当
時
の
学
生
の
多
く
は
筆
者
の
よ
う
な

体
験
を
し
て
い
る
も
の
と
思
う
。

　
た
と
え
ば
、
レ
ポ
ー
ト
の
書
き
方
や
学
問
へ
の
動
機
付
け
な
ど
は

当
然
学
生
が
自
ら
会
得
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
主
流
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
学
生
た
ち
は
そ
う
し
た
ス
キ
ル
を
何
と
か
自
己
流

で
不
完
全
な
が
ら
も
形
式
的
に
習
得
し
、
専
門
教
育
段
階
へ
と
入
っ

て
い
っ
た
。
ゼ
ミ
で
初
め
て
学
問
の
楽
し
さ
や
奥
深
さ
を
昧
わ
っ
た

も
の
の
三
年
次
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
時
は
す
で
に
遅
か
っ
た

と
い
う
と
こ
ろ
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
に
費
用

対
効
果
か
ら
い
っ
て
も
無
駄
な
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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制体　
　
ア
メ
リ
カ
の
フ
ァ
ー
ス
ト
イ
ヤ
i
・
セ
ミ
ナ
i

入受の生
　
　
一
方
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
大
学
の
大
衆
化
を
い
ち
早
く
経
験
し

入
て
い
た
ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
は
寄
雪
ぎ
震
留
量
震
（
以
下
フ
ァ
ー

新
●
ス
ト
イ
ヤ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー
）
と
呼
ば
れ
る
一
年
次
（
導
入
）
教
育
が

集
急
速
に
普
及
し
始
め
て
い
た
。
現
在
の
日
本
の
大
学
の
導
入
教
育
の

よ
ず尋

原
版
は
こ
の
ア
メ
リ
カ
の
フ
ァ
ー
ス
ト
イ
ヤ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー
に
よ
る

　
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
そ
の
教
育
方
法
も
学
生
を
主
体
に
し
た
プ
レ
ゼ

　
　
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
を
多
用
し
、
読
み
書

　
き
、
情
報
検
索
、
討
論
、
発
表
な
ど
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
ス
キ
ル
や
大

　
学
生
活
の
基
本
的
な
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
、

　
時
問
管
理
法
や
就
職
支
援
、
な
ら
び
に
友
人
や
教
員
と
の
つ
き
あ
い

　
を
円
滑
に
す
る
た
め
の
人
間
関
係
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
、
職
業
選

　
択
に
関
連
す
る
包
括
的
な
内
容
で
構
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
現
在

　
で
も
こ
う
し
た
内
容
は
基
本
的
な
フ
ァ
ー
ス
ト
イ
ヤ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー

　
の
定
番
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。

　
　
　
一
時
フ
ァ
ー
ス
ト
イ
ヤ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー
の
ブ
ー
ム
は
下
火
に
な
っ

　
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
七
〇
年
代
後
半
あ
た
り
か
ら
、
再
度
大
学
が

　
こ
の
科
目
を
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
上
に
復
活
さ
せ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、

　
第
一
次
の
教
育
改
革
と
も
い
う
べ
き
学
生
か
ら
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ

　
ム
の
変
革
へ
の
要
望
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
ま
で
の
全
寮
制
の
大
学

か
ら
通
学
生
主
体
へ
と
変
革
し
た
学
生
人
口
動
態
の
変
動
、
そ
し
て

多
様
な
学
生
の
入
学
と
七
〇
年
代
か
ら
顕
著
化
し
始
め
た
学
生
文
化

の
変
容
と
現
在
に
い
た
る
大
学
の
大
衆
化
が
大
き
な
背
景
と
し
て
横

た
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
状
況
は
現
在
の
日
本
の
大
学
が
直
面
し
て
い

る
状
況
と
酷
似
し
て
い
る
。

　
ア
メ
リ
カ
で
は
フ
ァ
ー
ス
ト
イ
ヤ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー
は
青
年
期
の
転

換
期
を
迎
え
て
、
大
学
に
入
学
し
て
く
る
学
生
に
と
っ
て
、
そ
の
移

行
期
を
円
滑
化
す
る
う
え
で
効
果
的
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
定
着

し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
ア
メ
リ
カ
の
教
育
政
策
お
よ
び
行
政
関
係

者
に
と
っ
て
、
「
教
育
効
果
」
の
ひ
と
つ
の
指
標
と
し
て
重
要
視
さ

れ
て
い
る
一
年
次
か
ら
二
年
次
へ
の
在
留
率
で
あ
る
リ
テ
ン
シ
ョ
ン

率
は
、
フ
ァ
ー
ス
ト
イ
ヤ
i
・
セ
ミ
ナ
ー
を
受
け
た
学
生
の
ほ
う
が

よ
り
高
い
と
明
ら
か
に
し
て
い
る
研
究
も
多
い
。

日
本
の
学
生
の
状
況

　
こ
こ
で
日
本
の
学
生
の
状
況
に
つ
い
て
少
し
見
て
み
よ
う
。
二
〇

〇
一
年
調
査
を
べ
ー
ス
に
学
力
面
も
含
め
た
学
生
の
現
状
を
見
る

と
、
一
九
九
六
年
と
比
較
し
た
時
の
学
生
の
現
状
に
つ
い
て
は
、
（
一

～
五
で
三
が
現
状
維
持
。
二
以
下
は
不
可
）
「
読
解
力
」
「
文
章
表
現

力
」
「
数
理
能
力
」
コ
般
常
識
」
「
礼
儀
マ
ナ
ー
」
は
悪
化
し
て
い
る
。

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
」
も
期
待
し
て
い
た
ほ
ど
高
く
は
な
く
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現
状
維
持
ど
こ
ろ
か
悪
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
て
い

る
。
「
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
カ
」
に
つ
い
て
は
、
現
状
維
持
で
は
な

く
悪
化
し
て
い
る
方
向
に
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
学
部
別
に
み
た

特集・新入生の受入体制

　　　　　　表日常の学習習慣（大学での学習習慣）

　1．していない　2．あまりしていない　3．たまにしている　4．日常的にしている

度数 最小値 最大値 平均値

Q8－9）授業の課題はきちんと提出する 1611 1 4 3妬

Q8－3）辞書を活用する 1611 1 4 Z96

Q8－6）授業での資料を整理する 1611 1 4 2．80

Q8－8）黒板に書かないことでもノートをとる 1〔m 1 4 265

Q8－2）図書館を利用する 1611 1 4 Z58

Q8－7）ノートは、見出しの工夫をする 1610 1 4 251

Q＆11）授業の復習をする 1〔翼）8 1 4 2．22

Q8－10）授業の予習をする 1608 1 4 2．10

Q8－5）新聞の政治・経済・国際面を読む 16〔巧 1 4 2．08

Q8－1）雑誌論文などを読む 1611 1 4 191

Q＆4）教科書以外の英語の文献を読む 16α7 1 4 1．84

有効なケースの数（リストごと） 1585

四
年
間
で
の
卒
業
率
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
大
学
の
卒
業
率
は
高
い

と
い
う
予
測
に
も
か
か
わ
ら
ず
八
O
％
以
下
が
か
な
り
の
比
率
に
上

っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
一
例
で
あ
る
が
、
学
生
の
学
習
面
、
生
活

面
で
の
様
相
が
悪
化
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
否
め
な
い
。
そ
の
よ

う
な
状
況
に
対
応
す
べ
く
、
導
入
教
育
を
提
供
し
て
い
る
大
学
が
増

加
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
で
は
そ
の
効
果
は
実
際
に
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。
こ
こ
で
二
〇
〇
三
年
に
実
施
し
た
特
徴
の
あ
る
導
入
教
育

を
受
講
し
て
い
る
一
年
次
生
を
対
象
と
し
た
調
査
二
の
一
例
を
紹
介

し
て
み
よ
う
（
八
大
学
の
一
年
次
生
一
六
三
二
人
が
回
答
）
。
ま
ず
日

常
の
学
習
習
慣
を
提
示
し
、
次
に
導
入
教
育
受
講
前
後
の
学
習
ス
キ

ル
、
自
己
管
理
能
力
等
に
関
連
し
た
自
己
評
価
の
結
果
を
提
示
す
る
。

　
日
常
の
学
習
習
慣
（
大
学
で
の
学
習
習
慣
）
を
見
る
と
、
課
題
提

出
を
す
る
こ
と
は
か
な
り
身
に
つ
い
て
い
る
が
、
自
発
的
に
総
合
雑

誌
を
読
ん
だ
り
、
英
語
を
勉
強
し
た
り
と
い
う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な

い
こ
と
が
デ
ー
タ
か
ら
読
み
取
れ
る
。
新
聞
に
関
し
て
も
、
教
員
側

は
学
生
が
読
ん
で
い
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
て
も
実
際
に
は
読
む
習

慣
が
あ
ま
り
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
高
校
生
が
そ
の

ま
ま
大
学
生
に
な
っ
て
高
校
時
代
の
文
化
の
延
長
線
上
に
現
在
の
大

学
文
化
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
が
得
ら
れ
る
（
表
）
。

　
導
入
教
育
受
講
前
後
の
学
習
ス
キ
ル
に
関
連
し
た
自
己
評
価
を
見

て
み
る
と
、
す
べ
て
の
項
目
に
お
い
て
授
業
の
受
講
後
に
技
能
の
改

善
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
伸
び
に
は
ば
ら
つ
き
が
存
在
し
て
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制
い
る
。
例
え
ば
、
高
校
時
代
に
既
に
身
に
つ
い
て
い
た
技
能
と
し
て

体
は
・
「
ポ
イ
ン
ト
要
約
力
」
、
「
粘
り
強
さ
」
、
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
情
報

入受
収
集
力
」
の
三
項
目
に
対
す
る
自
己
評
価
が
比
較
的
高
い
が
、
受
講

の
後
に
大
幅
に
改
善
が
見
ら
れ
る
技
能
項
目
と
し
て
、
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

生入
技
能
」
、
「
形
式
的
レ
ポ
ー
ト
作
成
力
」
、
「
図
書
館
利
用
力
」
、
「
プ
レ
ゼ

新
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
カ
」
な
ど
技
能
系
項
目
に
お
い
て
改
善
度
が
高
い
こ

集
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

特　
　
　
一
方
、
改
善
が
見
ら
れ
な
い
項
目
と
し
て
は
、
「
ポ
イ
ン
ト
要
約

　
力
」
、
「
粘
り
強
さ
」
、
「
批
判
的
思
考
力
」
等
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
「
ポ

　
イ
ン
ト
要
約
力
」
や
「
粘
り
強
さ
」
に
つ
い
て
は
、
も
と
も
と
身
に
つ

　
　
い
て
い
た
項
目
で
あ
る
こ
と
か
ら
伸
び
が
低
く
な
る
と
い
う
制
約
が

　
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
「
批
判
的
思
考
力
」
と
い
う
論
理
的
技

　
能
項
目
は
短
期
的
に
伸
び
が
期
待
で
き
る
と
い
う
性
質
の
技
能
で
は

　
な
く
、
一
年
次
だ
け
で
な
く
二
～
四
年
次
と
い
う
継
続
的
に
育
成
し

　
　
て
い
く
べ
き
技
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
技
能
系
あ
る
い
は
形
式

　
的
な
力
に
つ
い
て
は
、
わ
ず
か
三
か
月
超
と
い
う
短
い
期
間
で
も
、

　
大
幅
に
改
善
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
早
期
に
教
え
る
こ
と
に
意
味

　
が
あ
る
と
見
受
け
ら
れ
る
。

　
　
導
入
教
育
の
授
業
内
容
に
つ
い
て
の
学
生
の
評
価
結
果
を
見
る
と

　
評
価
の
高
い
項
目
と
し
て
、
「
多
様
な
も
の
の
見
方
に
ふ
れ
る
」
「
社

　
会
問
題
へ
の
関
心
を
持
つ
」
コ
般
常
識
を
身
に
つ
け
る
」
な
ど
が

　
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
日
本
の
高
校
ま
で
の
教
育
で
は
学
科
中
心
の
勉

強
が
主
で
あ
り
、
社
会
問
題
や
一
般
常
識
等
を
各
教
科
の
な
か
に
反

映
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
中
等
教
育
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。

大
学
入
学
後
の
導
入
教
育
で
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
を
通
じ
て

こ
う
し
た
社
会
問
題
へ
の
関
心
や
多
様
な
見
方
を
醸
成
す
る
こ
と
に

対
し
て
は
、
学
生
も
有
意
義
で
あ
る
と
感
じ
、
評
価
も
高
く
な
っ
て

い
る
よ
う
だ
。
こ
う
し
た
結
果
か
ら
、
日
本
の
導
入
教
育
で
は
、
学

問
や
社
会
問
題
、
多
様
な
価
値
観
へ
の
寛
容
性
を
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
や
グ
ル
ー
プ
学
習
な
ど
を
通
じ
て
醸
成
す
る
こ
と
に
重
点
を
お
く

こ
と
が
学
生
に
と
っ
て
も
有
益
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
導
入
教
育
の
比
較

　
ア
メ
リ
カ
の
フ
ァ
ー
ス
ト
イ
ヤ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー
に
一
般
的
な
共
通

の
構
成
要
素
と
し
て
は
、
「
社
会
生
活
ス
キ
ル
の
向
上
と
円
滑
な
人

問
関
係
の
構
築
」
「
分
析
能
力
、
批
判
的
思
考
技
術
の
向
上
」
が
挙

げ
ら
れ
る
。
日
本
で
は
技
術
的
な
部
分
で
あ
る
レ
ポ
ー
ト
の
書
き
方
、

図
書
館
の
使
い
方
の
み
に
限
定
し
て
初
年
次
の
授
業
内
容
を
構
成
し

て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
「
分
析
能
力
、
批
判
的

思
考
技
術
の
向
上
」
の
よ
う
に
か
な
ら
ず
学
問
的
要
素
が
取
吟
入
れ

ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
学
問
的
要
素
を
教
員
が
自
分
た
ち
の
学
問

的
背
景
を
も
と
に
分
析
能
力
、
批
判
的
思
考
技
術
の
向
上
を
さ
せ
る

こ
と
を
重
点
的
に
導
入
教
育
の
な
か
で
実
践
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
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共
有
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
。

　
　
ま
た
、
大
学
生
活
の
基
礎
と
な
る
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
ス
キ
ル
の
習
得
、

　
時
問
管
理
、
キ
ャ
リ
ア
観
の
育
成
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
能
の

　
習
得
な
ど
も
意
図
し
た
内
容
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
一
年
次
（
導
入
）

　
教
育
は
、
高
校
か
ら
大
学
へ
の
移
行
を
円
滑
化
す
る
う
え
で
も
効
果

　
が
あ
り
、
か
つ
リ
テ
ン
シ
ョ
ン
率
の
向
上
に
効
果
を
も
た
ら
す
と
み

　
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
よ

　
り
多
く
の
学
生
を
安
定
し
て
確
保
す
る
こ
と
で
、
財
政
を
安
定
さ
せ

　
た
い
大
学
に
と
っ
て
、
一
年
次
（
導
入
）
教
育
を
充
実
さ
せ
る
こ
と

　
は
、
戦
略
と
し
て
も
重
要
と
な
る
わ
け
だ
。

　
　
ア
メ
リ
カ
で
は
、
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
型
で
あ
れ
、
学
部
・
学

　
科
で
共
通
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
構
築
し
学
問
的
セ
ミ
ナ
ー
形
式
で
進
め

　
て
い
く
場
合
で
あ
れ
、
学
習
ス
キ
ル
に
重
点
を
置
い
た
セ
ミ
ナ
ー
で

　
あ
る
に
せ
よ
、
学
生
が
学
業
と
学
生
生
活
を
含
め
た
社
会
生
活
の
両

唖
面
で
、
よ
り
充
実
し
た
生
活
を
過
ご
せ
る
よ
う
に
支
援
す
る
こ
と
、

指体
大
学
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
一
員
で
あ
る
と
い
う
感
覚
を
学
生
同

入
士
が
共
有
す
る
こ
と
が
フ
ァ
ー
ス
ト
イ
ヤ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー
の
目
的
で

受の
あ
る
と
い
え
る
。
ア
メ
リ
カ
の
一
年
次
（
導
入
）
教
育
は
近
年
の
学

生
生
の
動
向
を
見
極
め
た
上
で
プ
ロ
グ
ラ
ム
内
容
が
構
築
さ
れ
て
い
る

入新
こ
と
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
学
習
ス
キ
ル
の

．
向
上
だ
け
に
重
点
を
置
い
た
だ
け
で
は
、
ア
メ
リ
カ
で
も
学
生
の
多

集特
様
化
に
伴
っ
て
学
力
面
だ
け
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
社
会
生
活
・
人

間
関
係
ス
キ
ル
に
疎
い
近
年
の
学
生
の
実
態
と
は
か
け
離
れ
た
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
に
陥
る
危
険
性
が
あ
る
。

　
一
方
で
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
み
に
焦
点
を
当
て
た
と
し
て

も
、
大
学
で
の
学
問
生
活
に
不
可
欠
な
ス
キ
ル
を
獲
得
す
る
こ
と
は

困
難
に
な
る
。
従
っ
て
、
フ
ァ
ー
ス
ト
イ
ヤ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー
に
代
表

さ
れ
る
一
年
次
（
導
入
）
教
育
の
特
徴
は
、
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

的
要
素
、
学
問
的
要
素
、
青
年
心
理
的
要
素
を
統
合
し
た
点
に
あ
る
。

日
本
の
導
入
教
育
の
課
題

　
さ
て
、
学
士
課
程
教
育
の
構
成
に
お
い
て
は
ア
メ
リ
カ
の
大
学
と

日
本
の
大
学
で
は
大
き
な
差
異
が
あ
る
。

　
こ
の
違
い
は
両
国
の
一
年
次
（
導
入
）
教
育
の
位
置
づ
け
や
そ
の

構
成
要
素
に
関
係
し
て
い
る
。
日
本
で
は
ご
く
少
数
の
大
学
を
除
け

ば
、
新
入
生
は
通
常
入
学
時
点
で
専
門
分
野
を
ほ
ぼ
決
定
し
て
入
学

し
て
く
る
。
国
立
大
学
の
中
に
は
共
通
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
し
て
導
入

教
育
を
提
供
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
か
な
り
増
加
し
て
い
る
が
、
学
部

と
い
う
専
門
を
意
識
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
導
入
教
育
を
提
供
し
て

い
る
大
学
も
数
多
い
。
一
方
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
通
常
工
学
専
攻
や

看
護
領
域
の
専
攻
な
ど
の
一
部
を
除
け
ば
、
新
入
生
は
二
年
問
の
教

養
二
般
教
育
課
程
を
経
て
、
専
門
分
野
を
決
定
す
る
。
大
学
で
の

専
門
分
野
決
定
に
関
し
て
、
日
本
が
「
早
い
決
定
」
で
あ
る
と
す
れ
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制
ば
、
ア
メ
リ
カ
は
「
遅
い
決
｛
厘
と
い
う
性
格
を
伴
っ
て
い
る
。
こ

体
う
し
た
差
を
踏
ま
え
た
う
え
で
・
日
本
型
の
導
入
教
育
あ
る
い
は
各

入受
大
学
の
学
生
の
状
況
や
文
化
に
相
応
の
導
入
教
育
を
構
築
す
る
こ
と

の　
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
う
。

生入
　
　
ア
メ
リ
カ
型
の
フ
ァ
ー
ス
ト
イ
ヤ
ー
・
セ
ミ
ナ
ー
を
自
大
学
の
学

新
●
生
の
特
徴
や
学
部
構
成
を
反
映
し
な
い
ま
ま
輸
入
し
た
と
し
て
も
機

集
能
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
あ
る
い
は
理
系
の
学
問
分
野
の
教
員
が
多

特　
く
、
そ
の
知
識
や
経
験
が
文
科
系
や
社
会
科
学
系
の
学
生
に
も
期
待

　
　
で
き
る
総
合
国
立
大
学
の
例
を
文
科
系
や
社
会
科
学
系
が
主
な
私
立

　
大
学
に
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
こ
と
が
学
生
に
と
っ
て
教
育
効
果
が
あ

　
る
と
も
い
え
な
い
場
合
が
あ
る
。
よ
り
、
教
育
効
果
を
期
待
で
き
る

　
よ
う
な
自
大
学
に
ふ
さ
わ
し
い
導
入
教
育
を
構
築
す
る
こ
と
が
肝
要

　
　
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
何
を
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
第
一
に
は
、
日
本
の
大
学
に
お
い
て
は
、
ご
く
少
数
の
教
養
系
大

　
学
を
除
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
は
専
門
学
部
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ

　
れ
ゆ
え
、
日
本
型
導
入
教
育
の
特
徴
と
し
て
専
門
分
野
に
結
び
つ
い

　
た
内
容
で
実
施
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
こ
の
構
造
に
は
メ
リ

　
　
ッ
ト
も
デ
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
そ
の
メ
リ
ッ
ト
に

　
焦
点
を
当
て
る
と
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
ヵ
の
よ
う
に
比
較
的
後
期
に
進

　
路
選
択
を
す
る
の
で
は
な
く
、
早
期
か
ら
学
ぶ
分
野
へ
の
意
欲
を
育

　
成
す
れ
ば
、
専
門
分
野
に
焦
点
化
す
る
こ
と
が
比
較
的
容
易
で
あ
る
。

　
　
ア
メ
リ
カ
の
場
合
に
は
、
近
年
大
衆
化
が
著
し
い
大
学
に
お
い
て
、

学
生
の
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
が
増
加
し
て
い
る
。
や
り
直
し
が
き
き
や
す

い
、
教
養
を
学
ん
だ
上
で
専
門
分
野
を
学
ぶ
と
い
う
点
で
視
野
が
広

い
な
ど
の
長
所
は
あ
る
が
、
コ
ス
ト
と
い
う
点
か
ら
み
る
と
費
用
対

効
果
は
よ
い
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
分
、
日
本
型
の
専
門
を
べ
ー
ス

に
し
た
導
入
教
育
を
有
効
に
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
費
用
対

効
果
が
あ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

第
二
に
は
、
各
種
の
学
生
調
査
を
通
じ
て
、
自
大
学
の
学
生
プ
ロ

フ
ィ
ー
ル
を
把
握
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
思
う
。
最
近
で
は
、

個
人
情
報
保
護
法
の
制
定
に
よ
り
、
各
種
の
調
査
を
実
施
す
る
こ
と

が
容
易
で
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
だ
が
、
大
学
の
教
育
課
程

の
改
善
を
意
図
し
た
目
的
で
行
わ
れ
る
学
生
調
査
は
、
そ
の
趣
旨
お

よ
び
目
的
か
ら
い
っ
て
も
学
生
に
還
元
で
き
る
よ
う
な
意
味
を
も
っ

て
い
る
。
導
入
教
育
自
体
は
既
に
普
及
し
て
い
る
と
見
れ
ば
、
次
の

段
階
と
し
て
学
生
調
査
の
実
施
と
そ
の
分
析
に
も
と
づ
い
た
自
大
学

の
文
化
に
ふ
さ
わ
し
い
導
入
教
育
の
構
築
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

（
1
）
二
〇
〇
一
年
度
に
日
本
私
立
大
学
協
会
附
置
の
私
学
高
等
教
育
研

究
所
の
導
入
教
育
研
究
班
が
実
施
し
た
全
国
私
立
大
学
の
一
一
七
〇

学
部
の
学
部
長
を
対
象
に
実
施
し
た
調
査
。

（
2
）
二
〇
〇
三
年
度
に
日
本
私
立
大
学
協
会
附
置
の
私
学
高
等
教
育
研

究
所
の
導
入
教
育
研
究
班
が
実
施
し
た
全
八
大
学
の
一
年
次
生
を
対

象
に
実
施
し
た
調
査
。
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