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強
と
大
学
で
の
勉
強
の
最
も
大
き
な
違
い
は
、

高
校
ま
で
は
入
学
試
験
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、

正
解
の
あ
る
問
題
を
解
く
こ
と
が
中
心
で
あ
っ

た
の
に
対
し
て
、
大
学
で
の
勉
強
は
、
今
申
し

上
げ
た
プ
ロ
セ
ス
で
、
ま
だ
答
え
の
な
い
問
題

に
取
り
組
む
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
そ
こ
で
皆
さ
ん
は
、
ま
ず
幅
広
く
学
問

を
勉
強
し
学
問
の
方
法
を
学
ん
で
く
だ
さ
い
。

そ
の
上
で
、
自
ら
テ
ー
マ
を
見
つ
け
て
レ
ポ
ー

ト
や
最
終
的
に
は
卒
業
論
文
を
書
く
な
ど
し
て
、

奥
深
く
研
究
す
る
こ
と
で
、
学
問
の
方
法
を
実

践
し
、
自
ら
考
え
る
力
を
し
っ
か
り
と
身
に
付

け
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

国
際
化
へ
の
対
応
と
し
て
異
文
化
を
受
容
す

る
力
を
磨
く
こ
と
も
大
切
で
す
。
ま
ず
異
な
る

言
語
を
持
つ
人
た
ち
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
道
具
と
し
て
の
外
国
語
を
し
っ
か
り
と
学

ん
で
く
だ
さ
い
。
慶
應
義
塾
大
学
で
は
英
語
を

は
じ
め
多
く
の
言
語
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
文
化
的
背
景
を
異
に
す
る
人
た
ち
と

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
と
き
に
重
要
な
の

が
、
実
は
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
学
問
の
方
法
論

に
よ
る
論
理
と
実
証
で
す
。
も
の
ご
と
を
説
明

す
る
論
理
、
そ
し
て
そ
れ
を
証
明
す
る
実
験
や

統
計
手
法
な
ど
は
万
国
共
通
の
も
の
で
す
。
だ

か
ら
こ
そ
論
理
と
実
証
に
よ
る
学
問
世
界
で
は

国
際
的
な
交
流
が
ご
く
普
通
に
行
わ
れ
る
わ
け

い
状
況
を
自
ら
の
頭
で
理
解
し
て
問
題
を
解
決

す
る
力
、
つ
ま
り
自
分
の
頭
で
も
の
を
考
え
る

力
が
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

ま
た
国
際
化
の
進
む
な
か
で
、
異
な
る
言
語
や

文
化
的
背
景
を
持
っ
た
人
た
ち
と
仕
事
し
、
生

活
を
す
る
力
、
つ
ま
り
多
様
性
を
受
容
す
る
力

が
ま
す
ま
す
大
切
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　

こ
の
う
ち
自
分
の
頭
で
考
え
る
と
い
う
の
は
、

な
に
も
闇
雲
に
思
い
を
巡
ら
す
と
い
う
こ
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
系
統
的
に
も
の
を
考
え
る
、

つ
ま
り
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
も
の
を
考
え
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
考
え
る

べ
き
問
題
を
見
つ
け
、
次
に
そ
の
問
題
が
な
ぜ

起
き
て
い
る
の
か
を
説
明
す
る
論
理
を
組
み
立

て
、
そ
の
説
明
の
論
理
が
本
当
に
正
し
い
か
ど

う
か
を
何
ら
か
の
方
法
で
確
認
し
、
正
し
け
れ

ば
そ
れ
に
従
っ
て
問
題
を
解
決
す
る
と
い
う
プ

ロ
セ
ス
で
す
。

　

実
は
こ
れ
は
、
こ
れ
か
ら
皆
さ
ん
が
学
ぶ
学

問
の
方
法
、
つ
ま
り
未
解
決
の
問
題
を
見
つ
け

て
研
究
テ
ー
マ
と
し
、
そ
の
問
題
を
説
明
し
う

る
さ
し
あ
た
っ
て
の
説
、
仮
説
を
作
り
、
そ
の

仮
説
が
正
し
い
か
ど
う
か
を
客
観
的
な
方
法
で

検
証
す
る
、
自
然
科
学
で
あ
れ
ば
実
験
な
ど
に

よ
っ
て
、
社
会
科
学
で
あ
れ
ば
統
計
分
析
な
ど

に
よ
っ
て
、
人
文
科
学
で
あ
れ
ば
文
献
調
査
な

ど
に
よ
っ
て
検
証
し
て
結
論
を
導
く
、
と
い
う

プ
ロ
セ
ス
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
高
校
ま
で
の
勉

　

新
入
生
の
皆
さ
ん
御
入
学
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
慶
應
義
塾
大
学
を
代
表
し
て
皆
さ
ん

を
歓
迎
し
入
学
を
お
祝
い
い
た
し
ま
す
。
ま
た

新
入
生
の
御
家
族
、
関
係
者
の
皆
様
に
も
心
か

ら
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

慶
應
義
塾
で
は
、
学
生
を
塾
生
と
呼
ん
で
い

ま
す
。
皆
さ
ん
は
今
日
か
ら
慶
應
義
塾
大
学
の

塾
生
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
卒
業
生
は

塾
員
と
言
わ
れ
ま
す
。
本
日
も
こ
の
会
場
に
は

多
く
の
塾
員
が
来
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
が
、

特
に
後
ろ
の
ス
タ
ン
ド
に
は
、
卒
業
50
年
目
の

塾
員
の
方
々
が
、
新
入
生
の
入
学
を
祝
う
た
め

に
全
国
か
ら
駆
け
つ
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

　

誠
に
有
り
難
い
こ
と
で
す
。
新
入
生
と
と
も

に
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
有
り
難
う
ご
ざ
い

ま
す
。

　

さ
て
今
日
わ
た
く
し
た
ち
は
大
き
な
変
化
の

時
代
を
生
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
人
口
や
技
術

と
い
っ
た
経
済
社
会
の
基
本
構
造
が
ま
っ
た
く

変
わ
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
大
き
な
変
化
で
す
。

そ
し
て
ま
た
今
日
は
、
世
界
の
相
互
依
存
が
ま

す
ま
す
広
が
り
、
か
つ
深
ま
る
国
際
化
の
時
代

で
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
う
し
た
大
き
な
変
化
の
と
き
に
は
、
新
し

塾
長
　
清
家
篤
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ま
す
。
当
時
の
西
洋
文
明
を
絶
対
視
す
る
の
で

は
な
く
、自
ら
考
え
、自
ら
の
立
ち
位
置
を
し
っ

か
り
と
持
っ
た
う
え
で
、
異
な
る
文
化
を
理
解

し
受
容
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。

　

皆
さ
ん
は
慶
應
義
塾
大
学
で
学
ぶ
こ
と
に
よ

っ
て
、
自
分
の
頭
で
考
え
る
力
、
そ
し
て
多
様

な
文
化
や
考
え
を
受
容
す
る
力
を
し
っ
か
り
と

養
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
皆
さ
ん

の
、
知
性
を
高
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
最
後
に
も
う
一
つ
申
し
上
げ
た
い
の
は
、

同
時
に
皆
さ
ん
に
は
人
柄
の
力
と
い
う
べ
き
力

も
養
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

実
は
社
会
生
活
、
特
に
職
業
生
活
を
充
実
し

た
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
知
性
の
力
に
加
え

て
、
人
柄
の
力
も
ま
た
重
要
で
あ
る
こ
と
が
最

近
の
研
究
で
分
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。
ノ
ー
ベ

ル
経
済
学
賞
受
賞
者
で
も
あ
る
シ
カ
ゴ
大
学
の

ジ
ェ
イ
ム
ス
・
ヘ
ッ
ク
マ
ン
教
授
な
ど
の
実
証

分
析
で
は
、
責
任
感
や
勤
勉
性
と
い
っ
た
真
面

目
さ
が
、
長
い
職
業
人
生
に
プ
ラ
ス
に
な
る
こ

と
が
統
計
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
こ
の

こ
と
は
慶
應
義
塾
の
研
究
者
を
含
む
日
本
の
研

究
者
に
よ
っ
て
も
実
証
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

ま
た
別
の
長
寿
に
関
す
る
長
期
統
計
調
査
で
は
、

そ
う
し
た
真
面
目
さ
が
長
生
き
に
も
プ
ラ
ス
で

あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
切
な
の

は
そ
れ
が
、
学
校
教
育
や
職
場
訓
練
な
ど
に
よ

た
、
急
激
な
国
際
化
の
時
代
で
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
う
し
た
大
き
な
変
化
と
国
際
化
の
時
代
に
、

福
澤
先
生
は
、
新
し
い
状
況
を
自
ら
の
頭
で
考

え
、
理
解
す
る
こ
と
で
問
題
を
解
決
し
、
ま
た

異
文
化
に
も
柔
軟
に
対
応
し
う
る
、
そ
う
し
た

人
材
を
育
て
よ
う
と
し
て
慶
應
義
塾
を
作
ら
れ

た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

社
会
の
仕
組
み
が
１
８
０
度
変
化
す
る
よ
う

な
時
代
に
は
、
過
去
の
延
長
線
上
で
も
の
を
考

え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
学
問
に
よ
っ
て
、

自
分
の
頭
で
も
の
を
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
人

が
強
く
求
め
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ

福
澤
先
生
は
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
な
ど
で
繰
り

返
し
学
問
の
重
要
性
を
説
き
、
学
問
に
よ
っ
て

自
分
の
頭
で
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
人
を
育
て

よ
う
と
さ
れ
た
の
で
す
。

　

異
文
化
へ
の
対
応
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、

福
澤
先
生
は
そ
も
そ
も
そ
の
最
初
か
ら
慶
應
義

塾
を
蘭
学
塾
、
次
い
で
英
学
塾
と
い
っ
た
西
洋

の
学
問
を
学
ぶ
「
洋
学
塾
」
と
し
て
始
め
ら
れ

ま
し
た
。
た
だ
し
そ
れ
は
日
本
人
が
西
洋
に
全

く
同
化
す
る
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
何
で
も
西
洋
に
倣
う

べ
き
と
い
っ
た
論
者
を
文
明
開
化
の
「
開
化
先

生
」
な
ど
と
揶
揄
し
て
戒
め
て
い
る
ほ
ど
で
す
。

　

先
生
は
『
文
明
論
之
概
略
』
な
ど
で
繰
り
返

し
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
も
の

を
相
対
的
に
捉
え
る
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
て
い

で
す
。
そ
の
意
味
で
学
問
に
よ
る
論
理
と
実
証

の
力
を
養
う
こ
と
は
、
国
際
化
へ
の
対
応
力
を

付
け
る
た
め
に
も
大
切
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　

皆
さ
ん
は
慶
應
義
塾
大
学
と
１
０
０
を
超
え

る
海
外
有
力
校
と
の
交
換
留
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
な

ど
に
よ
っ
て
海
外
で
学
ぶ
機
会
を
得
る
こ
と
も

で
き
ま
す
し
、
ま
た
教
室
や
研
究
会
な
ど
で
国

内
か
ら
の
塾
生
と
海
外
か
ら
の
塾
生
が
一
緒
に

学
ぶ
機
会
も
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
大
切
な
の
は
、

皆
さ
ん
が
国
内
か
ら
の
塾
生
、
海
外
か
ら
の
塾

生
の
別
を
問
わ
ず
、
一
緒
に
机
を
並
べ
て
学
び
、

議
論
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
慶
應
義
塾
大
学

で
は
、
内
外
の
学
生
が
共
に
学
ぶ
こ
と
の
で
き

る
一
体
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
充
実
さ
せ
て
い
ま
す

か
ら
、
そ
う
し
た
機
会
を
是
非
積
極
的
に
生
か

し
て
く
だ
さ
い
。

　

さ
て
私
た
ち
慶
應
義
塾
の
創
立
者
は
皆
さ
ん

ご
存
知
の
通
り
福
澤
諭
吉
で
す
が
、
福
澤
先
生

も
ま
た
大
き
な
変
化
と
国
際
化
の
時
代
を
生
き

た
方
で
し
た
。
封
建
の
江
戸
時
代
に
生
ま
れ
明

治
維
新
を
経
て
近
代
の
明
治
を
生
き
る
と
い
う
、

先
生
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
あ
た
か
も
一
身
に

し
て
二
生
を
経
る
が
如
く
」、
つ
ま
り
ま
る
で

一
人
の
人
間
が
二
つ
の
人
生
を
生
き
た
よ
う
な

も
の
だ
、
と
い
う
ま
さ
に
社
会
の
大
転
換
期
で

し
た
。
そ
の
時
代
は
ま
た
日
本
が
、
二
世
紀
以

上
に
わ
た
る
鎖
国
を
解
い
て
国
を
海
外
に
開
い
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改
め
て
皆
さ
ん
の
慶
應
義
塾
に
お
け
る
こ
れ

か
ら
の
大
学
生
活
が
実
り
多
く
、
そ
し
て
楽
し

い
も
の
で
あ
る
よ
う
お
祈
り
し
て
私
の
式
辞
と

い
た
し
ま
す
。
さ
て
今
日
の
入
学
式
に
は
海
外

か
ら
の
留
学
生
も
出
席
し
て
お
ら
れ
ま
す
の
で
、

最
後
に
短
く
英
語
に
よ
る
式
辞
も
付
け
加
え
さ

せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

祝
う
た
め
に
全
国
か
ら
駆
け
つ
け
て
く
だ
さ
っ

た
と
い
う
こ
と
は
大
変
に
嬉
し
い
こ
と
で
す
。

皆
さ
ん
慶
應
に
学
ん
で
よ
か
っ
た
と
考
え
て
お

ら
れ
る
か
ら
こ
そ
、
後
輩
の
門
出
を
祝
う
た
め

に
わ
ざ
わ
ざ
来
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
わ
け
で
、

私
た
ち
は
新
入
生
の
皆
さ
ん
も
、
大
学
卒
業
50

年
後
に
後
輩
の
た
め
に
入
学
式
に
来
て
く
れ
る

よ
う
な
学
塾
に
し
な
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

っ
て
意
識
的
に
身
に
付
け
る
こ
と
の
で
き
る
も

の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

し
っ
か
り
と
勉
強
し
研
究
を
す
る
こ
と
で
、

皆
さ
ん
の
持
っ
て
い
る
真
面
目
さ
と
い
っ
た
人

柄
の
力
に
さ
ら
に
磨
き
を
か
け
て
く
だ
さ
い
。

特
に
そ
う
し
た
力
は
課
外
活
動
を
通
じ
て
も
大

い
に
高
め
ら
れ
ま
す
。
ス
ポ
ー
ツ
、
芸
術
、
学

芸
等
の
課
外
活
動
に
も
積
極
的
に
参
加
し
て
く

だ
さ
い
。

　

福
澤
先
生
は『
文
明
論
之
概
略
』の
中
で
、「
文

明
と
は
人
の
安
楽
と
品
位
と
の
進
歩
」、
つ
ま

り
生
活
水
準
と
人
間
性
の
向
上
に
あ
り
、
そ
れ

ら
を
も
た
ら
す
の
は
イ
ン
テ
レ
ク
ト
す
な
わ
ち

智
と
、
モ
ラ
ル
す
な
わ
ち
徳
の
向
上
で
あ
る
か

ら
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
文
明
の
進
歩
は
世
人
一

般
の
智
徳
の
発
生
に
関
す
る
も
の
な
り
」
と
明

快
に
文
明
を
定
義
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は

知
性
と
人
柄
の
両
方
を
磨
く
こ
と
の
大
切
さ
を

説
い
て
お
ら
れ
る
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
慶

應
義
塾
大
学
に
は
そ
う
し
た
智
と
徳
を
磨
く
機

会
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
は
是
非
そ

れ
を
十
分
に
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　

大
学
の
価
値
は
、
卒
業
生
が
、
そ
の
大
学
で

学
ん
で
よ
か
っ
た
と
あ
と
か
ら
し
み
じ
み
思
え

る
か
ど
う
か
で
決
ま
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ

の
意
味
で
先
ほ
ど
御
紹
介
し
ま
し
た
よ
う
に
卒

業
50
年
の
塾
員
の
方
々
が
、
皆
さ
ん
の
入
学
を

Since there are a number of international students joining Keio today, 
I would like to make some remarks in English very briefly.

First of all, to all the new students, on behalf of the entire community 
of Keio University, I would like to welcome you and to extend my 
heartfelt congratulations.

I would also like to offer my sincere congratulations to your families 
and friends.

Now we are living in a time of great change and of a rapid 
internationalization of our society, and you have to obtain the ability to 
work and live with these changing and internationalized circumstance. 

The founder of Keio, Yukichi Fukuzawa, or Fukuzawa-sensei, also 
lived in a time of great change in both the feudal Edo period and the 
modern Meiji period.

It was also a time of great internationalization for Japan, which opened 
its ports to foreign countries after more than two centuries of national 
isolation.

In such a time, Fukuzawa-sensei established Keio in order to foster 
young people who could contribute to the independence and 
modernization of Japan by thinking for themselves and responding 
appropriately to foreign culture.

Given that the principles of Fukuzawa-sensei are honored at Keio to 
this day, I am very confident that you will be able to obtain the ability 
to think for yourself and to understand and respect foreign culture 
here at Keio University.

I hope that you all have a really meaningful and enjoyable student life 
here at Keio.

Once again, I congratulate you all, and thank you all very much. 


