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注
意

1. 

本
書
は
、
同
人
サ
ー
ク
ル
「
上
海
ア
リ
ス
幻
樂
団
」
の
作
品
「
東
方
Ｐ
ｒ
ｏ
ｊ
ｅ
ｃ
ｔ
」

の
二
次
創
作
作
品
で
す
。
本
書
は
東
方
Ｐ
ｒ
ｏ
ｊ
ｅ
ｃ
ｔ
の
二
次
創
作
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

に
従
っ
て
製
作
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
著
者
と
原
作
作
者
及
び
作
者
の
サ
ー

ク
ル
と
は
一
切
関
係
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
ほ
か
、
登
場
人
物
の
口
調
な
ど
が
原
作
と

異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

2. 

本
書
を
著
作
権
法
の
定
め
る
私
的
使
用
の
範
囲
外
で
公
開
な
ど
を
行
う
こ
と
を
禁
じ
ま

す
。
ま
た
、
本
書
の
使
用
に
よ
り
生
じ
た
問
題
に
つ
い
て
の
責
任
は
負
い
か
ね
ま
す
。

ア
リ
ス
の
キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
論
講
座

市
民
の
た
め
の
現
代
高
等
教
育
論
の
基
礎

著
：
後
藤
和
智
（
後
藤
和
智
事
務
所
Ｏ
ｆ
ｆ
Ｌ
ｉ
ｎ
ｅ
）

表
紙
イ
ラ
ス
ト
：
あ
ー
ね
す
と
（
あ
ー
ね
す
と
Ｒ
Ｏ
Ｏ
Ｍ
）

発
行
：
２
０
１
５
年
５
月
10
日
（
第
12
回
博
麗
神
社
例
大
祭
）
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―
―
紅
魔
館
図
書
館
に
て
。

パ
チ
ュ
リ
ー
・
ノ
ー
レ
ッ
ジ
（
以
下
、
パ
チ
ュ
リ
ー
）：「
後
藤
和
智
事
務
所
Ｏ
ｆ
ｆ
Ｌ
ｉ
ｎ
ｅ
」
48
冊
目
の
同
人
誌
を
手
に
取
っ
て
く
れ
て

あ
り
が
と
う
。
今
回
は
こ
の
紅
魔
館
の
図
書
館
で
、
ア
リ
ス
が
な
に
や
ら
面
白
い
話
を
し
て
く
れ
る
み
た
い
だ
ね
。
ど
う
や
ら
教
育
に
関

す
る
話
み
た
い
な
の
だ
け
ど
、
教
育
と
言
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
分
野
が
あ
る
し
、
ど
の
あ
た
り
を
説
明
し
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

レ
ミ
リ
ア
・
ス
カ
ー
レ
ッ
ト
（
以
下
、
レ
ミ
リ
ア
）：
ほ
う
、
ア
リ
ス
が
こ
の
私
た
ち
の
た
め
に
ま
た
講
義
を
し
て
く
れ
る
と
で
も
い
う
の
か
。

以
前
私
も
咲
夜
や
パ
チ
ェ
か
ら
統
計
学
の
講
義
を
受
け
て
（
注
0
・
1
）、
そ
の
時
は
ア
リ
ス
が
ベ
イ
ズ
統
計
を
説
明
し
て
く
れ
た
わ
よ
ね
。

フ
ラ
ン
ド
ー
ル
・
ス
カ
ー
レ
ッ
ト
（
以
下
、
フ
ラ
ン
ド
ー
ル
）：
ベ
イ
ズ
統
計
学
の
話
は
も
っ
と
聞
き
た
か
っ
た
な
ぁ
。
あ
た
し
も
統
計
学

に
は
い
ろ
ん
な
世
界
が
広
が
っ
て
て
面
白
い
っ
て
思
っ
た
し
、
も
っ
と
い
ろ
ん
な
こ
と
に
つ
い
て
勉
強
し
た
く
な
っ
た
し
。
ア
リ
ス
の
話

を
ま
た
聞
け
る
な
ん
て
楽
し
み
だ
わ
。

小
悪
魔
：
教
育
に
関
す
る
こ
と
と
い
う
こ
と
で
、
本
書
の
著
者
の
注
力
し
て
い
る
分
野
で
あ
る
若
者
論
に
も
関
わ
っ
て
き
そ
う
で
す
ね
。

パ
チ
ュ
リ
ー
：
教
育
と
言
っ
て
も
今
回
は
高
等
教
育
に
関
す
る
こ
と
ら
し
い
ね
。
高
等
教
育
と
い
う
と
、入
学
に
関
す
る
試
験
や
選
抜
と
い
っ

た
ト
ピ
ッ
ク
か
ら
、
現
代
の
大
学
生
と
は
い
か
な
る
存
在
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
は
就
職
活
動
や
卒
業
後
に
関
す
る
こ
と
に
ま

で
論
点
が
広
が
る
け
れ
ど
、
ど
こ
ま
で
解
説
し
て
く
れ
る
か
と
い
う
の
は
見
物
か
も
し
れ
な
い
ね
。

小
悪
魔
：
高
大
接
続
と
い
う
こ
と
も
よ
く
聞
か
れ
ま
す
も
ん
ね
。
そ
れ
に
し
て
も
ア
リ
ス
さ
ん
が
高
等
教
育
の
話
と
は
ち
ょ
っ
と
意
外
で
す

ね
。

パ
チ
ュ
リ
ー
：
い
ろ
い
ろ
と
面
白
い
ネ
タ
を
拾
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
今
回
は
話
し
て
く
れ
る
ら
し
い
ね
。
教
育
に
関
す
る
話
は
こ
こ
の

当
主
姉
妹
に
も
役
立
つ
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
レ
ミ
ィ
と
フ
ラ
ン
も
連
れ
て
き
た
の
だ
け
ど
。

レ
ミ
リ
ア
：
ま
あ
相
手
が
誰
で
あ
ろ
う
が
、
最
近
退
屈
し
て
た
し
、
面
白
い
話
を
聞
か
せ
て
く
れ
る
な
ら
誰
で
も
オ
ー
ケ
ー
よ
。

十い
ざ
よ
い

六
夜
咲さ

く

夜や

（
以
下
、
咲
夜
）：
お
待
た
せ
し
ま
し
た
。
今
回
の
講
師
の
方
を
連
れ
て
参
り
ま
し
た
。
魔
理
沙
、
ア
リ
ス
、
入
っ
て
い
い
わ
よ
。

霧き
り

雨さ
め

魔ま

理り

沙さ

（
以
下
、
魔
理
沙
）：
お
う
。
そ
れ
で
は
、
講
師
の
ご
入
場
だ
ぜ
。

は
じ
め
に
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ア
リ
ス
・
マ
ー
ガ
ト
ロ
イ
ド
（
以
下
、
ア
リ
ス
）：
こ
ん
に
ち
は
。
今
回
は
私
が
高
等
教
育
に
関
す
る
ネ
タ
を
提
供
す
る
と
い
う
こ
と
で
講

師
を
務
め
る
わ
。
レ
ミ
リ
ア
と
フ
ラ
ン
は
一
応
パ
チ
ェ
か
ら
話
を
聞
い
て
い
る
と
思
う
け
ど
、高
等
教
育
に
関
す
る
こ
と
は
、最
近
に
な
っ

て
セ
ン
タ
ー
試
験
の
「
改
革
」
と
か
、
あ
る
い
は
２
０
０
０
年
代
か
ら
産
業
界
か
ら
要
請
が
あ
る
よ
う
な
、
高
等
教
育
に
職
業
訓
練
機
関

と
し
て
の
機
能
を
求
め
る
論
調
と
か
が
あ
る
わ
ね
。
こ
の
手
の
話
は
２
０
１
３
年
頃
か
ら
ま
た
ヒ
ー
ト
ア
ッ
プ
し
て
き
て
い
る
わ
ね
。

小
悪
魔
：「
L
型
大
学
」（
注
0
・
2
）
な
ん
て
言
葉
も
最
近
に
な
っ
て
出
て
き
ま
し
た
よ
ね
。「
L
型
」（
ロ
ー
カ
ル
型
）
の
大
学
で
は
憲
法

よ
り
も
宅
建
法
を
教
え
ろ
な
ど
と
い
う
風
に
、
不
動
産
や
観
光
な
ど
と
言
っ
た
「
ロ
ー
カ
ル
」
な
仕
事
に
適
合
し
た
法
律
や
資
格
の
「
実

務
」
を
教
え
る
べ
き
だ
と
い
う
論
調
も
再
燃
し
て
き
た
感
じ
が
し
ま
す
。

ア
リ
ス
：
も
ち
ろ
ん
そ
の
当
た
り
の
議
論
に
真
っ
正
面
か
ら
対
応
し
よ
う
と
し
た
ら
、
そ
う
い
う
「
実
務
」
を
教
え
る
の
は
専
門
学
校
で
い

い
の
で
は
な
い
か
と
か
、
あ
る
い
は
専
門
学
校
と
大
学
の
違
い
と
は
何
か
と
い
う
議
論
に
も
繋
が
っ
て
く
る
け
ど
、
本
書
で
は
そ
の
当
た

り
の
騒
が
し
い
話
題
か
ら
は
一
歩
引
い
て
、
そ
も
そ
も
現
代
、
特
に
現
代
の
日
本
の
高
等
教
育
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
、
そ
し
て
ど

の
よ
う
な
社
会
的
役
割
を
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
学
ぶ
こ
と
と
す
る
わ
。

魔
理
沙
：
高
等
教
育
も
、
初
等
教
育
や
中
等
教
育
、
職
業
教
育
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
、
自
ら
の
経
験
し
た
狭
い
範
囲
で
の
了
見
と
マ
ス
コ
ミ

を
通
じ
て
見
聞
き
す
る
よ
う
な
「
最
近
の
若
者
像
」
に
論
調
が
左
右
さ
れ
が
ち
だ
。
特
に
産
業
界
の
意
見
な
ど
は
ま
さ
に
そ
の
典
型
か
も

し
れ
な
い
な
。

パ
チ
ュ
リ
ー
：
多
分
ア
リ
ス
か
ら
話
が
あ
る
と
思
う
け
ど
、１
９
９
０
年
代
終
わ
り
か
ら
２
０
０
０
年
代
半
ば
に
か
け
て
起
こ
っ
て
い
た
「
大

学
生
の
学
力
低
下
」
論
も
、
そ
れ
を
主
導
し
た
の
は
教
育
学
者
と
言
う
よ
り
は
経
済
学
者
と
い
っ
た
感
じ
が
強
い
よ
ね
。
他
方
で
教
育
学

の
ほ
う
で
も
、
高
等
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
主
に
労
働
問
題
や
経
済
学
な
ど
と
協
調
す
る
形
で
議
論
を
深
め
て
行
っ
て
い
る
感
じ
か

な
。

魔
理
沙
：
今
回
は
そ
の
あ
た
り
の
話
題
が
中
心
に
な
る
だ
ろ
う
な
。
そ
う
だ
ろ
、
ア
リ
ス
？

ア
リ
ス
：
え
え
。
本
書
で
は
本
書
の
著
者
の
同
人
誌
の
過
去
作
な
ど
も
踏
ま
え
て
、
高
等
教
育
に
関
す
る
で
き
る
だ
け
根
源
的
か
つ
新
し
い

話
題
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
く
つ
も
り
よ
。

咲
夜
：
教
育
の
話
は
難
し
い
わ
よ
ね
。
魔
理
沙
も
言
っ
た
よ
う
に
、
自
分
の
教
育
の
経
験
と
か
が
余
計
な
こ
と
を
言
い
出
し
て
く
る
か
ら
、

客
観
的
、
専
門
的
に
に
語
る
の
は
か
な
り
の
バ
ラ
ン
ス
感
覚
が
必
要
と
言
え
る
か
し
ら
。

魔
理
沙
：
本
書
の
著
者
の
同
人
誌
全
般
を
貫
く
テ
ー
マ
で
も
あ
る
が
、
特
に
若
者
論
に
関
す
る
分
野
は
、
自
分
の
経
験
が
余
計
な
口
出
し
を
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注 0・1 後藤和智『紅魔館の統計学なティータイム――市民のための統計学 Special』後藤和智事
務所 OffLine、2012 年（コミックマーケット 83）、同『改訂増補版 紅魔館の統計学なティー
タイム――市民のための統計学 Special2』後藤和智事務所 OffLine、2013 年（コミックマーケッ
ト 85）

注 0・2 正 確 に は「G 型 大 学 /L 型 大 学 」 と い う 区 分。 冨 山 和 彦 に よ る 分 類。http://
www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/061/gijiroku/__icsFiles/
afieldfile/2014/10/23/1352719_4.pdf

し
て
く
る
か
ら
こ
そ
そ
の
甘
い
罠
に
は
ま
ら
な
い
よ
う
な
専
門
知
が
必
要

に
な
る
と
い
う
わ
け
だ
。

ア
リ
ス
：
読
者
の
皆
様
も
、
本
書
を
通
じ
て
、
高
等
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い

て
、
短
絡
的
な
物
言
い
や
、
経
験
則
の
延
長
で
し
か
な
い
議
論
に
負
け
な

い
よ
う
な
知
識
を
少
し
で
も
構
築
し
て
く
れ
た
ら
幸
い
で
す
。

咲
夜
：
じ
ゃ
、
後
は
頼
ん
だ
わ
よ
。

ア
リ
ス
：
任
せ
て
お
い
て
。

小
悪
魔
：
私
も
皆
さ
ん
の
邪
魔
を
し
な
い
よ
う
に
、
し
ば
ら
く
席
を
外
し
ま

す
ね
。
パ
チ
ュ
リ
ー
様
に
頼
ま
れ
て
た
蔵
書
の
整
理
が
ま
だ
途
中
だ
っ
た

か
ら
終
わ
ら
せ
な
い
と
。

パ
チ
ュ
リ
ー
：
余
り
急
が
な
く
て
い
い
よ
。
あ
と
、
よ
け
れ
ば
ち
ょ
く
ち
ょ

く
顔
を
出
し
て
も
い
い
か
ら
。
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第 1章 日本の大学の現在

第
1
章 

日
本
の
大
学
の
現
在

日
本
の
高
等
教
育
の
成
立

ア
リ
ス
：
さ
て
、
ま
ず
は
日
本
の
大
学
を
は
じ
め
と
す
る
高
等
教
育
に
つ
い

て
の
現
状
や
制
度
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
わ
ね
。
ま
ず
は
前
提

と
し
て
、「
平
成
26
年
学
校
基
本
調
査
」
か
ら
、
高
校
を
卒
業
し
た
生
徒

が
ど
の
よ
う
な
進
路
を
選
ん
で
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
見
て
み
る
こ
と
に

し
ま
し
ょ
う
（
注
1
・
1
／
表
1
・
1
）。

パ
チ
ュ
リ
ー
：
今
は
制
度
化
さ
れ
た
中
高
一
貫
校
で
あ
る
「
中
等
教
育
学
校
」

（
注
1
・
2
）
も
あ
る
か
ら
、
そ
こ
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
な
。
本
書
の
著
者
が
住
ん
で
る
仙
台
に
も
、
旧
仙
台
女
子
商
業
高
等
学

校
（
注
1
・
3
）
の
建
物
を
使
っ
た
「
青
陵
中
等
教
育
学
校
」
と
い
う
公

立
の
中
等
教
育
学
校
が
あ
る
し
。
ま
あ
、
高
校
生
に
比
べ
た
ら
、
中
等
教

育
学
校
で
高
校
の
課
程
に
あ
た
る
後
期
課
程
の
卒
業
生
は
高
校
の
卒
業
生

に
比
べ
た
ら
圧
倒
的
に
少
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
ど
。

ア
リ
ス
：「
学
校
基
本
調
査
」
に
よ
る
と
、
２
０
１
４
年
3
月
に
高
校
を
卒

業
し
た
生
徒
は
1,
０
４
７
，
３
９
２
人
、
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
は

3,
９
５
１
人
ね
。
こ
の
う
ち
大
学
に
進
学
す
る
の
は
だ
い
た
い
54
％
程
度

に
な
っ
て
い
る
わ
。
ま
た
、
所
謂
「
専
門
学
校
」
で
あ
る
専
修
学
校
の
専

門
課
程
に
進
学
す
る
の
は
17
％
、
就
職
す
る
の
も
だ
い
た
い
17
％
く
ら
い

に
な
っ
て
い
る
わ
ね
。

レ
ミ
リ
ア
：
53
％
が
大
学
に
進
学
す
る
の
か
。
か
な
り
高
い
水
準
じ
ゃ
な
い

か
、こ
れ
？　

や
っ
ぱ
り「
大
学
全
入
時
代
」っ
て
い
う
の
は
本
当
な
の
か
。

ア
リ
ス
：
と
り
あ
え
ず
、
こ
の
水
準
が
高
い
か
低
い
か
に
つ
い
て
は
ま
た
別

の
と
こ
ろ
で
議
論
す
る
こ
と
に
し
て
、
と
り
あ
え
ず
今
は
高
校
卒
業
生
の

だ
い
た
い
55
％
が
大
学
に
進
学
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
覚
え
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

フ
ラ
ン
ド
ー
ル
：
専
門
学
校
っ
て
専
修
学
校
の
専
門
課
程
っ
て
い
う
ん
だ
…
。

な
ん
か
複
雑
だ
な
ぁ
。
と
こ
ろ
で
、専
修
学
校
っ
て
い
う
の
が
あ
る
け
ど
、

そ
の
「
専
門
課
程
」
と
「
一
般
課
程
」
っ
て
ど
う
い
う
違
い
が
あ
る
の
？

ア
リ
ス
：
専
修
学
校
と
い
う
の
は
、
１
９
７
６
年
の
学
校
教
育
法
に
よ
っ
て

制
度
化
さ
れ
た
も
の
で
、「
専
門
課
程
」「
高
等
課
程
」「
一
般
課
程
」
の

3
つ
が
あ
る
わ
。
い
ず
れ
も
《
職
業
若
し
く
は
実
際
生
活
に
必
要
な
能
力

を
育
成
し
、
又
は
教
養
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
次
の
各
号
に

該
当
す
る
組
織
的
な
教
育
を
行
う
》（
学
校
教
育
法
第
１
２
４
条
）
こ
と

を
目
的
と
し
た
も
の
だ
け
ど
、
こ
の
う
ち
「
高
等
課
程
」
は
中
学
校
卒
業

者
を
対
象
と
し
た
も
の
だ
か
ら
高
校
の
卒
業
生
の
統
計
に
は
含
ま
れ
な
い

わ
。「
専
門
課
程
」
は
高
校
・
中
等
教
育
学
校
ま
た
は
専
修
学
校
高
等
課

程
を
卒
業
し
た
人
が
入
れ
る
と
こ
ろ
で
、「
一
般
課
程
」
に
は
入
学
資
格
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な
い
の
は
「
無
認
可
校
」
と
呼
ば
れ
る
わ
。
も
ち
ろ
ん
、
無
認
可
校
も
無

認
可
と
言
っ
て
も
教
育
は
自
由
だ
か
ら
違
法
じ
ゃ
な
い
ん
だ
け
ど
ね
。

フ
ラ
ン
ド
ー
ル
：
予
備
校
は
ど
う
い
う
扱
い
に
な
る
ん
だ
ろ
う
。

ア
リ
ス
：
予
備
校
は
ね
ぇ
…
。
結
構
複
雑
な
の
よ
。
例
え
ば
大
手
予
備
校
で

あ
る
代
々
木
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
（
学
校
法
人
高
宮
学
園
）
や
河
合
塾
（
学
校
法

人
河
合
塾
、た
だ
し
東
北
は
準
学
校
法
人
文
理
学
院
）、駿
台
予
備
学
校（
学

校
法
人
駿
河
台
学
園
）
な
ど
の
一
部
校
舎
は
専
修
学
校
高
等
課
程
扱
い
だ

け
ど
、
株
式
会
社
や
個
人
な
ど
が
経
営
す
る
予
備
校
な
ど
は
各
種
学
校
ま

た
は
無
認
可
校
で
あ
る
こ
と
が
多
い
わ
。

レ
ミ
リ
ア
：
と
こ
ろ
で
、
今
回
は
高
等
教
育
に
関
す
る
話
な
ん
で
し
ょ
？　

こ
こ
ま
で
表
1
・
1
や
ア
リ
ス
の
話
で
、
高
校
生
の
進
学
先
と
し
て
、
大

学
、
専
修
学
校
、
各
種
学
校
、
職
業
能
力
開
発
施
設
と
か
い
ろ
い
ろ
出
て

き
た
け
ど
、
こ
の
中
で
「
高
等
教
育
」
の
範
疇
に
含
ま
れ
る
の
は
ど
う
い

う
の
を
言
う
の
よ
。

ア
リ
ス
：
日
本
で
「
高
等
教
育
」
と
い
う
の
は
、
学
校
基
本
調
査
で
言
う
と

こ
ろ
の
「
大
学
等
」、
つ
ま
り
大
学
や
短
期
大
学
の
こ
と
を
指
す
の
よ
。

戦
後
日
本
の
高
等
教
育
は
、
ま
ず
、
１
９
４
７
年
に
、
現
在
の
日
本
の
教

育
課
程
で
あ
る
「
6
・
3
・
3
・
4
制
」
と
い
う
単
線
型
の
学
制
の
導
入

を
主
眼
と
し
た
学
校
教
育
法
の
制
定
が
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る

わ
。
現
在
の
学
校
教
育
法
で
は
、
大
学
は
第
83
～
１
０
４
条
に
定
め
ら
れ

て
い
る
の
。
第
83
条
に
は
、
大
学
の
次
の
よ
う
な
理
念
が
掲
げ
ら
れ
て
い

る
わ
。八

十
三
条 　

大
学
は
、
学
術
の
中
心
と
し
て
、
広
く
知
識
を
授
け

表1-1 高校・中等教育学校後期課程の卒業生の進路（平成26年3月）
出典：平成26年学校基本調査

卒業生全体 大学等
進学者

専修学校
専門課程
進学者

専修学校
一般課程等
入学者

公共
職業能力
開発施設等
入学者

就職者
一時的な
職に
就いた者

左記
以外の者

不詳・
死亡の者

高等学校 1,047,392 563,268 178,530 56,638 6,408 182,706 11,956 47,661 225

53.8% 17.0% 5.4% 0.6% 17.4% 1.1% 4.6% 0.0%

中等教育学校
後期課程 3,951 3,041 205 516 4 48 1 134 2

77.0% 5.2% 13.1% 0.1% 1.2% 0.0% 3.4% 0.1%

合計 1,051,343 566,309 178,735 57,154 6,412 182,754 11,957 47,795 227

53.9% 17.0% 5.4% 0.6% 17.4% 1.1% 4.5% 0.0%

※「大学等」は大学や短期大学の通信教育部を含む。

に
制
限
は
な
い
わ
。

他
に
も
学
校
に
は

「
各
種
学
校
」
と
い

う
の
も
あ
っ
て
、
所

謂
「
1
条
校
」
と
呼

ば
れ
る
《
幼
稚
園
、

小
学
校
、
中
学
校
、

高
等
学
校
、
中
等
教

育
学
校
、
特
別
支
援

学
校
、
大
学
及
び
高

等
専
門
学
校
》（
学

校
教
育
法
第
1
条
）

と
専
修
学
校
に
は
含

ま
れ
な
い
け
ど
、
学

校
教
育
に
類
す
る

教
育
を
行
っ
て
い

る
（
学
校
教
育
法
第

１
３
４
条
）
を
行
っ

て
い
る
学
校
の
こ
と

を
指
す
わ
。
た
だ
各

種
学
校
も
、
公
立
は

教
育
委
員
会
、
私
立

は
知
事
へ
の
届
け
出

が
必
要
で
、
そ
れ
が
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る
と
と
も
に
、
深
く
専
門
の
学
芸
を
教
授
研
究
し
、
知
的
、
道
徳
的
及

び
応
用
的
能
力
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
２ 　

大
学
は
、
そ
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
教
育
研
究
を
行

い
、
そ
の
成
果
を
広
く
社
会
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
の
発
展

に
寄
与
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
学
校
教
育
法
第
83
条
）

レ
ミ
リ
ア
：
な
ん
か
き
れ
い
事
っ
て
感
じ
も
し
な
い
で
も
な
い
け
ど
、
ま
あ

法
律
だ
し
仕
方
が
な
い
わ
よ
ね
。

ア
リ
ス
：
日
本
の
大
学
が
成
立
し
た
流
れ
を
簡
単
に
説
明
す
る
わ
ね
。
ま
ず
、

第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
後
、
日
本
が
連
合
国
の
占
領
下
に
置
か
れ
て
い

た
１
９
４
６
年
に
、
ア
メ
リ
カ
の
使
節
団
で
あ
る
「
第
一
次
米
国
教
育
使

節
団
報
告
書
」
は
、
日
本
に
民
主
主
義
を
根
付
か
せ
る
た
め
に
は
国
民
に

幅
広
く
大
学
を
解
放
し
て
高
等
教
育
の
機
会
均
等
を
図
る
こ
と
が
不
可
欠

だ
と
述
べ
た
の
。
こ
の
報
告
書
を
受
け
て
１
９
４
６
年
に
「
教
育
刷
新
委

員
会
」
が
設
置
さ
れ
て
、
日
本
の
学
制
を
１
９
４
７
年
に
制
定
さ
れ
た
学

校
教
育
法
が
定
め
る
「
6
・
3
・
3
・
4
制
」
に
改
め
る
旨
の
提
言
が
行

わ
れ
た
わ
。

レ
ミ
リ
ア
：
そ
う
す
る
と
、
日
本
の
大
学
の
理
念
と
い
う
の
は
、
民
主
主
義

を
根
付
か
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
わ
け
な
の
ね
。

ア
リ
ス
：
ま
た
、
報
告
書
で
は
、
大
学
の
設
置
認
可
と
監
督
権
を
大
学
の
代

表
者
か
ら
な
る
政
府
機
関
に
委
ね
る
こ
と
と
、
認
可
後
の
大
学
の
質
の
向

上
の
責
務
を
大
学
関
係
者
で
構
成
さ
れ
る
組
織
に
任
せ
る
こ
と
も
提
言
さ

れ
て
い
て
い
た
の
。
こ
れ
を
受
け
て
、
１
９
４
７
年
に
は
大
学
の
質
の
向

上
を
推
進
す
る
「
大
学
基
準
協
会
」
が
、
１
９
４
８
年
に
は
大
学
の
設
置

と
認
可
を
司
る
、
現
在
の
「
大
学
設
置
・
学
校
法
人
審
議
会
設
置
分
科
会
」

に
あ
た
る「
大
学
設
置
委
員
会
」が
生
ま
れ
た
の
よ（
注
1
・
4
）。
そ
し
て
、

１
９
４
８
年
に
12
の
新
制
大
学
が
発
足
し
、
１
９
４
９
年
に
は
１
７
８
に

な
っ
た
わ
。

レ
ミ
リ
ア
：
そ
し
て
現
在
に
至
る
、
と
。
な
る
ほ
ど
ね
。
で
、
い
っ
た
ん
ア

リ
ス
が
措
い
て
い
た
問
題
を
ぶ
り
返
す
よ
う
で
申
し
訳
な
い
ん
だ
け
ど
、

日
本
の
大
学
や
大
学
生
が
多
す
ぎ
る
っ
て
事
は
、
巷
間
よ
く
言
わ
れ
て
い

る
こ
と
よ
ね
。

ア
リ
ス
：
な
る
ほ
ど
、
確
か
に
そ
う
ね
。
た
だ
注
意
し
て
欲
し
い
の
は
、
そ

の
よ
う
な
議
論
は
長
い
間
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
こ
と
ね
。
多
す
ぎ
る
大
学

を
指
す
言
葉
の
代
名
詞
と
言
わ
れ
て
い
る
「
駅
弁
大
学
」
と
い
う
表
現
も
、

実
は
１
９
４
５
年
か
ら
１
９
４
９
年
の
間
に
は
す
で
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て

い
る
の
よ
（
注
1
・
5
）。

フ
ラ
ン
ド
ー
ル
：「
駅
弁
大
学
」
っ
て
言
葉
、
戦
後
す
ぐ
か
ら
あ
っ
た
ん
だ
！

ア
リ
ス
：
こ
の
辺
は
前
提
と
し
て
抑
え
て
お
く
と
し
て
、
大
学
の
数
の
推

移
を
見
て
み
る
わ
ね
。
文
部
科
学
省
の
「
学
校
基
本
調
査
」
に
よ
る
と
、

１
９
５
０
年
に
は
大
学
は
２
０
１
校
、
短
期
大
学
が
１
４
９
校
あ
っ
た

け
ど
、
２
０
１
４
年
に
は
そ
れ
ぞ
れ
７
８
１
校
、
３
５
２
校
に
増
加
し

て
る
わ
（
図
1
・
1
）。
さ
ら
に
、
大
学
・
短
期
大
学
へ
の
進
学
率
も
、

１
９
５
５
年
に
は
18
・
4
％
だ
っ
た
の
が
、
２
０
１
４
年
に
は
53
・
8
％

に
増
加
し
て
い
る
の
よ
。

レ
ミ
リ
ア
：
ほ
ら
見
な
さ
い
。
今
は
50
％
も
の
生
徒
が
大
学
に
進
学
す
る
時

代
よ
。「
大
学
全
入
時
代
」
と
か
も
言
わ
れ
て
る
し
、
や
っ
ぱ
り
大
学
は

過
剰
な
ん
だ
わ
。
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ア
リ
ス
：
と
、
思
う
じ
ゃ
な
い
？　

実
は
、
国
際
的
に
見
る
と
そ
う
で
も
な

い
の
よ
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
発
行
し
て
い
る
教
育
に
関
す
る
統
計
デ
ー
タ
で

あ
る
「
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ 

Ｅ
ｄ
ｕ
ｃ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ 

ａ
ｔ 

Ｇ
ｌ
ａ
ｎ
ｃ
ｅ
」
に
よ

る
と
、
２
０
１
２
年
の
時
点
で
、
確
か
に
日
本
の
大
学
教
育
型
の
高
等
教

育
に
進
学
し
て
い
る
割
合
は
51
・
8
％
に
達
す
る
わ
。
で
も
他
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
諸
国
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
ア
メ
リ
カ
は
71
・
2
％
、
韓
国
は
68
・

5
％
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
が
66
％
な
ど
で
、
そ
も
そ
も
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
平
均
で
見

て
も
58
・
3
％
な
の
（
注
1
・
6
、
図
1
・
2
）。
日
本
の
高
等
教
育
へ

の
進
学
率
の
水
準
は
、
国
際
的
に
見
た
ら
決
し
て
高
い
と
は
言
え
な
い
の

よ
。
む
し
ろ
低
い
く
ら
い
ね
。

レ
ミ
リ
ア
：
あ
ら
、
そ
れ
は
意
外
ね
…
。
知
ら
な
か
っ
た
わ
。

ア
リ
ス
：
確
か
に
イ
タ
リ
ア
や
フ
ラ
ン
ス
な
ど
は
日
本
よ
り
も
若
干
低
い
け

ど
ね
。あ
と
、50
％
は
大
学
に
進
学
す
る
時
代
と
言
っ
て
も
、裏
を
返
せ
ば
、

残
り
の
50
％
は
何
ら
か
の
理
由
で
高
等
教
育
を
受
け
ら
れ
な
い
と
言
う
こ

と
も
で
き
る
わ
。
さ
ら
に
、
こ
れ
は
追
々
述
べ
る
こ
と
に
す
る
け
ど
、
高

等
教
育
に
つ
い
て
何
ら
か
の
高
い
効
果
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
っ

た
い
な
い
と
言
え
る
じ
ゃ
な
い
。

フ
ラ
ン
ド
ー
ル
：
な
る
ほ
ど
、
確
か
に
そ
れ
は
言
え
る
ね
。
せ
っ
か
く
高
等

教
育
っ
て
い
う
も
の
が
あ
る
ん
だ
か
ら
、
も
っ
と
使
え
る
よ
う
に
な
ら
な

い
と
も
っ
た
い
な
い
、
っ
て
考
え
方
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
わ
。

大
学
教
育
は
い
か
に
し
て
拡
大
し
た
か

ア
リ
ス
：
さ
て
、
こ
こ
ま
で
日
本
の
大
学
を
支
え
る
制
度
と
、
高
等
教
育
に
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図1-1 大学数と大学進学率の推移
出典：平成26年学校基本調査

大学進学率：大学（学部）、短期大学（本科）への進学率（過年度高卒者等を含む）
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関
す
る
統
計
を
紹
介
し
た
と
こ
ろ
で
、
次
は
日
本
の
高
等
教
育
、
主
に
大

学
の
流
れ
に
つ
い
て
説
明
す
る
わ
ね
。「
駅
弁
大
学
」
っ
て
い
う
物
言
い

が
１
９
４
０
年
代
に
は
既
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
言
っ
た
け
ど
、
具
体

的
に
高
等
教
育
機
関
と
し
て
の
日
本
の
大
学
の
量
的
拡
大
の
流
れ
を
追
っ

て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
伊
藤
彰
浩
（
注
1
・
7
）
氏
は
、
大
学
の

流
れ
を
以
下
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
わ
。

発
足
期
：
１
９
４
５
～
１
９
６
０
年

拡
大
期
：
１
９
６
０
～
１
９
７
５
年

停
滞
期
：
１
９
７
５
～
１
９
８
６
年

再
拡
大
期
Ⅰ
：
１
９
８
６
～
２
０
０
０
年

再
拡
大
期
Ⅱ
：
２
０
０
０
～
２
０
１
２
年

ア
リ
ス
：
大
学
教
育
の
拡
大
は
、
当
時
の
経
済
的
、
政
治
的
状
況
と
連
動

し
て
い
る
わ
。
例
え
ば
１
９
６
０
年
以
降
の
「
拡
大
期
」
に
お
い
て
は
、

１
９
５
７
年
か
ら
開
始
さ
れ
た
、
経
済
成
長
の
た
め
に
理
工
系
人
材
を
ま

か
な
う
た
め
の
増
募
計
画
と
、
１
９
６
１
年
に
科
学
技
術
庁
長
官
の
池
田

正
之
輔
（
注
1
・
8
）
が
当
時
の
文
部
大
臣
に
対
し
て
行
っ
た
勧
告
、
所

謂
「
池
正
勧
告
」
と
そ
れ
に
続
く
諸
政
策
に
よ
っ
て
公
立
・
私
立
大
学
へ

の
政
府
の
介
入
が
減
ら
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
特
に
私
立
大
学
の
量
が
大
き

く
拡
大
し
た
と
さ
れ
て
い
る
わ
（
注
1
・
9
）。

パ
チ
ュ
リ
ー
：
大
学
の
規
模
の
拡
大
要
因
の
一
つ
に
経
済
的
な
要
因
が
挙
げ

ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
拡
大
期
に
続
く
停
滞
期
を
も
た
ら
し
た
の
は
オ

イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
な
ど
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
経
済
の
停
滞
と
い
う
こ
と
で
い

い
の
？

ア
リ
ス
：
そ
う
ね
。
た
だ
こ
の
時
期
に
は
、
私
立
大
学
の
量
的
規
模
に
対
し

て
統
制
的
な
政
策
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
わ
。
も
う
一
つ
、
こ

の
時
期
に
起
こ
っ
た
こ
と
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
専
門
学
校
、
正
し
く

は
専
修
学
校
専
門
課
程
の
制
度
の
発
足
ね
。
そ
し
て
１
９
８
６
年
以
降
の

再
拡
大
期
I
を
支
え
る
の
は
、
第
一
に
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
に
よ
る
18
歳
人
口

の
増
加
と
政
策
サ
イ
ド
が
大
学
の
定
員
超
過
を
容
認
し
て
い
た
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
わ
ね
（
注
1
・
10
）。

レ
ミ
リ
ア
：
再
拡
大
期
Ⅰ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
再
拡
大
期
Ⅱ
の
特
徴
は
ど

ん
な
感
じ
な
の
？

ア
リ
ス
：
再
拡
大
期
Ⅱ
の
特
徴
は
、
在
学
者
数
は
頭
打
ち
だ
け
ど
、
進
学
率

の
み
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
に
つ
い
え
は
《
バ
ー
チ
ャ

ル
な
拡
大
期
》（
注
1
・
11
）
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
わ
ね
。

さ
て
、
高
等
教
育
が
量
的
に
拡
大
す
る
と
、
学
生
の
意
識
や
能
力
な
ど
が

多
様
化
し
て
、
そ
れ
が
高
等
教
育
の
中
身
を
変
え
る
圧
力
に
な
る
と
い
う

の
は
、「
高
等
教
育
の
発
達
段
階
論
」
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
わ
。

こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
高
等
教
育
の
研
究
者
で
あ
る
マ
ー
チ
ン
・
ト
ロ
ウ（
注

1
・
12
）
は
、同
年
齢
人
口
比
で
見
た
進
学
率
が
、15
％
ま
で
だ
と
「
エ
リ
ー

ト
段
階
」、50
％
ま
で
だ
と
「
マ
ス
段
階
」、そ
し
て
50
％
を
超
え
る
と
「
ユ

ニ
バ
ー
サ
ル
段
階
」
と
い
う
3
つ
の
段
階
で
捉
え
て
い
る
わ
（
注
1
・
13
）。

フ
ラ
ン
ド
ー
ル
：
そ
う
す
る
と
、
日
本
の
大
学
は
「
マ
ス
」
の
段
階
も
超
え

て
「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
」
の
段
階
に
入
っ
た
、
っ
て
こ
と
に
な
る
の
？

ア
リ
ス
：
い
い
え
、「
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
」
の
段
階
に
入
っ
た
と
考
え
る
の
は

ま
だ
早
計
に
過
ぎ
る
と
言
え
る
わ
。
こ
れ
に
は
、現
状
の
大
学
に
つ
い
て
、
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質
的
な
変
化
に
つ
い
て
も
追
っ
て
み
る
必
要
が
あ
り
そ
う
ね
。
こ
こ
で
は

矢
野
眞
和
（
注
1
・
14
）
氏
の
指
摘
を
参
照
し
つ
つ
、
追
っ
て
み
る
こ
と

に
し
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
、
戦
後
に
な
っ
て
、
そ
れ
ま
で
様
々
な
高
等
教
育

機
関
が
あ
っ
た
の
が
、
私
立
の
専
門
学
校
を
中
心
に
大
学
へ
と
改
組
さ
れ

た
り
と
、
高
等
教
育
課
程
の
一
本
化
が
進
ん
だ
わ
。
こ
の
と
き
の
高
等
教

育
に
は
、「
国
立
と
私
立
の
格
差
」「
伝
統
的
な
学
問
と
職
業
的
教
育
の
対

立
」「
曖
昧
な
大
学
院
の
役
割
」「
専
門
教
育
と
教
養
教
育
の
亀
裂
と
格
差
」

「
大
学
の
管
理
運
営
問
題
」（
注
1
・
15
）
と
い
う
5
つ
の
困
難
が
存
在
し

て
い
た
の
よ
。

レ
ミ
リ
ア
：
こ
う
し
て
み
る
と
、
今
の
大
学
の
問
題
に
も
通
ず
る
も
の
が
あ

り
そ
う
ね
。
こ
れ
が
新
制
大
学
発
足
当
初
の
問
題
な
の
だ
か
ら
、
い
く
つ

か
策
は
練
ら
れ
て
い
た
っ
て
こ
と
よ
ね
。

ア
リ
ス
：
１
９
６
０
年
に
当
時
の
文
部
大
臣
に
よ
っ
て
、
大
学
の
教
育
に
関

し
て
中
央
教
育
審
議
会
に
諮
問
が
行
わ
れ
、
１
９
６
３
年
に
は
答
申
が
出

た
の
よ
。
こ
の
答
申
の
段
階
で
、
高
等
教
育
機
関
に
つ
い
て
、「
高
度
の

学
問
研
究
と
研
究
者
の
養
成
を
主
と
す
る
も
の
」「
上
級
の
職
業
人
の
養

成
を
主
と
す
る
も
の
」「
職
業
人
の
養
成
お
よ
び
実
際
生
活
に
必
要
な
高

等
教
育
を
主
と
す
る
も
の
」（
注
1
・
16
）
と
い
う
分
類
を
行
う
発
想
が
出

て
き
て
い
る
わ
。

フ
ラ
ン
ド
ー
ル
：
職
業
教
育
を
中
心
と
し
た
大
学
、
っ
て
い
う
発
想
も
こ
の

時
期
か
ら
既
に
あ
っ
た
ん
だ
。

ア
リ
ス
：
た
だ
こ
の
時
期
の
議
論
は
私
立
大
学
は
ほ
ぼ
完
全
に
蚊
帳
の
外
、っ

て
感
じ
だ
っ
た
よ
う
ね
。
私
立
大
学
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
の
は
財
政
面

に
つ
い
て
の
み
で
、
そ
れ
も
私
立
大
学
は
国
公
立
大
学
と
著
し
く
異
な
る

の
で
あ
り
方
を
規
定
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
に
と
ど
ま
っ

た
よ
う
ね
。矢
野
氏
は
こ
の
段
階
で
根
本
的
な
制
度
問
題
が
解
決
さ
れ
ず
、

現
代
ま
で
残
っ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
わ
（
注
1
・
17
）。

レ
ミ
リ
ア
：
１
９
６
３
年
と
い
う
と
、
伊
藤
彰
浩
氏
の
分
類
だ
と
「
拡
大
期
」

の
最
初
に
あ
た
り
、
そ
の
後
は
大
学
は
量
的
な
拡
大
を
成
し
遂
げ
る
こ
と

に
な
る
わ
ね
。

ア
リ
ス
：
こ
の
時
期
の
大
学
の
拡
大
は
世
界
的
な
趨
勢
と
も
言
え
る
わ
。

１
９
６
８
年
に
、
世
界
中
の
大
学
で
学
生
運
動
が
起
こ
っ
た
と
い
う
の
は

ま
さ
に
大
学
の
大
衆
化
を
象
徴
す
る
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
ね
。
大
学
の

拡
大
と
文
化
の
問
題
に
つ
い
て
は
第
2
章
で
触
れ
る
こ
と
に
し
て
、
世
界

的
な
大
学
教
育
の
拡
大
は
、
各
国
の
大
学
に
対
し
て
「
量
の
危
機
」「
質

の
危
機
」「
財
政
の
危
機
」
と
い
う
3
つ
の
危
機
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な

る
わ
。
矢
野
氏
は
、
世
界
中
の
大
学
が
直
面
し
た
こ
の
3
つ
の
危
機
に
つ

い
て
、「
量
の
問
題
」
と
「
質
の
問
題
」
に
対
し
、
公
的
財
政
と
私
的
支

出
の
ど
れ
で
対
応
し
た
か
に
よ
っ
て
そ
の
後
の
大
学
の
行
方
を
分
類
し
て

る
の
よ
（
注
1
・
18
、
表
1
・
2
）。

フ
ラ
ン
ド
ー
ル
：
ア
メ
リ
カ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
日
本
で
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
対

応
を
し
た
ん
だ
ね
。

ア
リ
ス
：
矢
野
氏
は
こ
の
対
応
の
違
い
が
、
日
本
の
大
学
が
他
の
国
に
は
見

ら
れ
な
い
形
で
大
衆
化
を
推
し
進
め
た
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
し
て
い
る

わ
。
例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
は
、
大
規
模
な
財
政
投
入
に
よ
り
、
新
し
い
大
学

を
創
設
し
て
対
応
し
た
の
よ
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
は
有
名
な
大
学
の
多
く
は

私
立
大
学
で
あ
り
、
州
立
大
学
は
工
学
や
農
学
な
ど
の
実
学
を
担
当
す
る

と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
を
や
や
暴
力
的
に
ま
と
め
た
場
合
に
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よ
ね
。

ア
リ
ス
：
パ
チ
ェ
の
言
っ
た
、
１
９
９
１
年
に
お
け
る
大
学
教
育
の
大
き
な

流
れ
と
い
う
の
は
、
１
９
９
１
年
2
月
に
答
申
が
な
さ
れ
た
「
大
学
教
育

の
改
善
に
つ
い
て
」
と
い
う
も
の
ね
。
こ
の
あ
た
り
か
ら
、
教
養
部
の
解

体
や
、設
置
基
準
の
大
綱
化
な
ど
の
動
き
が
実
際
に
動
き
始
め
る
の
よ
ね
。

そ
の
ほ
か
に
も
１
９
９
１
年
に
は
、「
大
学
院
の
整
備
充
実
に
つ
い
て
」

（
5
月
）「
大
学
院
の
量
的
整
備
に
つ
い
て
」（
11
月
）
と
い
う
大
学
院
に

関
す
る
答
申
や
、
中
長
期
的
な
制
度
改
革
を
狙
っ
た
も
の
と
し
て
の
「
平

成
五
年
度
以
降
の
高
等
教
育
の
計
画
的
整
備
に
つ
い
て
」（
5
月
）
と
い
っ

た
答
申
が
な
さ
れ
、
そ
の
後
は
大
学
改
革
と
い
う
も
の
が
実
際
に
動
き
始

め
る
の
よ
。
こ
れ
は
矢
野
氏
は
予
想
で
き
な
か
っ
た
こ
と
と
し
て
い
る
わ

ね
（
注
1
・
19
）。

パ
チ
ュ
リ
ー
：
大
衆
的
な
言
説
の
面
で
も
、入
試
が
諸
悪
の
根
源
と
い
う
「
学

歴
社
会
」「
受
験
競
争
」
批
判
と
か
、
あ
る
い
は
大
学
の
「
レ
ジ
ャ
ー
ラ

ン
ド
化
」
な
ど
と
い
っ
た
も
の
が
吹
き
荒
れ
た
の
は
、
こ
の
答
申
の
前
後

の
時
期
ま
で
だ
っ
た
よ
ね
。
ま
た
１
９
７
０
年
代
終
わ
り
頃
の
、
現
在
の

大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
に
あ
た
る
共
通
一
次
試
験
の
導
入
と
か
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
は
入
試
制
度
改
革
が
大
学
改
革
の
本
丸
で
あ
る

と
認
識
さ
れ
て
き
た
。
今
は
ま
た
そ
の
段
階
に
戻
り
つ
つ
あ
る
け
ど
ね
。

と
は
い
え
、
ア
リ
ス
の
言
う
よ
う
な
、
今
の
「
大
学
改
革
」
の
前
史
に
あ

た
る
、
大
学
の
量
的
拡
大
と
そ
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
日
本
の
大
学
の

質
的
な
特
徴
は
、
大
学
を
語
る
上
で
は
是
非
と
も
抑
え
て
お
き
た
い
ね
。

表1-2 大学の量と質と財政の構図
矢野眞和『「習慣病」になったニッポンの大学』
（日本図書センター、2011年）p.137

公的財政 私的負担
量の問題 × ○
質の問題 ○ ×

公的財政 私的負担
量の問題 ○ ×
質の問題 ○ ×

公的財政 私的負担
量の問題 ○ ×
質の問題 × ○

日本型

イギリス型
ヨーロッパ型

アメリカ型

は
、
量
の
問
題
を
公
的
支
出
、
質
の
問
題
を
私
的
支
出
で
解
決
し
た
と
言

え
る
よ
う
ね
。
そ
し
て
日
本
は
、
質
の
問
題
に
つ
い
て
は
国
立
大
学
に
対

す
る
公
的
財
政
負
担
、
量
の
問
題
に
対
し
て
は
私
立
大
学
に
よ
る
私
的
負

担
で
解
決
し
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
わ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
日
本
の

大
学
は
、
資
金
力
が
比
較
的
高
く
な
い
と
入
れ
な
い
け
ど
所
得
の
比
較
的

少
な
い
層
に
も
解
放
さ
れ
て
い
る
国
立
大
学
と
、
資
金
力
が
豊
か
で
あ
れ

ば
学
力
が
あ
る
程
度
低
く
て
も
進
学
し
や
す
い
私
立
大
学
と
い
う
2
つ
の

構
造
に
分
か
れ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
わ
ね
。

レ
ミ
リ
ア
：
国
公
立
大
学
と
私
立
大
学
と
い
う
2
つ
の
大
学
の
構
造
は
、
拡

大
期
に
お
い
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
な
の
ね
。

ア
リ
ス
：
日
本
の
大
学

の
現
状
と
し
て
こ
の

あ
た
り
の
認
識
を

持
っ
て
お
か
な
い

と
、
大
学
を
語
る
際

に
は
い
ろ
い
ろ
と
不

便
に
な
っ
て
し
ま
う

と
思
う
わ
。

パ
チ
ュ
リ
ー
：
さ
て
、

現
状
の
大
学
改
革

に
繋
が
る
流
れ
は
、

１
９
９
１
年
に
な
っ

て
一
気
に
動
き
出
す

感
じ
に
な
る
は
ず
だ


