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「
高
校
大
学
連
携
特
別
講
義
」

　
開
催
日
時
：
平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
三
日
（
土
）

　
開
催
場
所
：
京
都
大
学
　
人
間
環
境
学
研
究
科
総
合
棟
内
講
義
室

　
受
講
者
：
三
校
か
ら
三
十
七
名
、
引
率
教
員
六
名
　

講
義

　「
日
本
近
代
文
学
特
に
夏
目
漱
石
を
読
み
解
き
理
解
す
る
に
は
」

　「
夏
目
漱
石
『
夢
十
夜
』
よ
り
「
第
一
夜
」
を
読
む
」

　
　
講
師
　
京
都
大
学
大
学
院
人
間
・
環
境
学
研
究
科

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
須
田
　
千
里
　
教
授

こ
の
講
義
で
は
、ま
ず
最
初
に
夏
目
漱
石
の
経
歴
を
紹
介
し
た
後
、

幻
想
文
学
と
し
て
定
評
の
あ
る
『
夢
十
夜
』（
明
治
四
十
一
年
）
か

ら
「
第
一
夜
」
を
取
り
上
げ
、
精
読
を
行
っ
た
。

本
作
品
の
登
場
人
物
は
、「
自
分
」
と
「
女
」
の
二
人
だ
け
で
あ
る
。

女
の
外
見
は
健
康
そ
う
だ
が
、「
も
う
死
に
ま
す
」
と
い
い
、「
自
分
」

も
「
確
か
に
こ
れ
は
死
ぬ
な
」
と
思
う
。
こ
の
時
点
で
既
に
、
健
康

的
な
外
見
よ
り
も
、
そ
れ
と
矛
盾
し
た
女
の
言
葉
の
方
が
、
こ
の
夢

の
中
の
世
界
で
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、

健
康
そ
う
な
黒
目
な
の
に
、
女
は
「
死
ぬ
」
と
繰
り
返
し
言
い
、
言

葉
通
り
女
は
死
ん
で
し
ま
う
。

こ
こ
で
、
こ
の
世
界
を
支
配
す
る
の
は
自
然
の
理
法
で
は
な
く
、

女
の
言
葉
で
あ
る
、
と
い
う
仮
説
が
立
て
ら
れ
よ
う
。
死
ぬ
前
に
女

は
、「
自
分
」
の
顔
が
「
そ
ら
、
そ
こ
に
、
写
っ
て
い
る
じ
ゃ
あ
り

ま
せ
ん
か
」
と
言
う
の
だ
が
、「
そ
こ
」
と
は
女
自
身
の
瞳
を
指
し

て
い
る
。
一
般
に
「
こ
こ
」
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
を
「
そ
こ
」
と
表

現
し
た
の
は
、
す
で
に
女
の
精
神
（
魂
）
が
肉
体
を
抜
け
出
て
、
外

部
か
ら
自
分
の
瞳
を
眺
め
て
い
る
（
あ
た
か
も
幽
体
離
脱
の
よ
う

に
）、
と
推
測
で
き
よ
う
。

死
ぬ
直
前
、
女
は
遺
言
の
よ
う
に
、
大
き
な
真
珠
貝
で
穴
を
掘
っ

て
自
分
を
埋
め
、
天
か
ら
落
ち
て
来
る
星
の
破か

片け

（
隕
石
）
を
墓は
か

標じ
る
しに
置
い
て
、百
年
墓
の
傍
に
待
っ
て
い
れ
ば
き
っ
と
会
い
に
来
る
、

と
告
げ
る
。「
自
分
」
は
女
の
言
い
つ
け
通
り
に
し
、
女
の
言
葉
通

り
「
赤
い
日
が
東
か
ら
西
へ
、
東
か
ら
西
へ
と
落
ち
て
行
く
」
日
々

を
待
ち
続
け
、
つ
い
に
日
数
を
勘
定
し
尽
く
せ
な
く
な
る
が
、「
そ

れ
で
も
百
年
が
ま
だ
来
な
い
」と
思
う
。
日
数
を
数
え
て
い
な
い「
自

分
」に
と
っ
て
、今
が
何
年
目
の
何
月
何
日
か
わ
か
ら
な
い
以
上
、「
百

年
」
が
「
来
」
た
と
い
え
る
の
は
、
女
が
会
い
に
来
た
時
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
待
っ
て
も
待
っ
て
も
女
が
現
れ
な
い
た
め
に
、「
自
分
」

は
と
う
と
う
、「
女
に
欺
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
疑
い
始
め
る
。

「
す
る
と
」
墓
石
の
下
か
ら
白
百
合
が
伸
び
て
き
て
花
開
き
、
思
わ

ず
接
吻
し
た
「
自
分
」
は
遠
く
の
空
に
「
暁
の
星
」
を
発
見
し
、「
百

年
は
も
う
来
て
い
た
ん
だ
な
」
と
気
付
く
。

最
大
の
疑
問
は
、
百
合
は
女
（
の
化
身
）
な
の
か
、
と
い
う
こ
と

だ
ろ
う
。
文
脈
的
に
見
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
思
え
る
。
で
は
、
作
品

高
等
学
校
教
育
振
興
支
援
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の
論
理
に
従
っ
て
そ
れ
を
証
明
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
だ
ろ
う

か
。ま

ず
、「
暁
の
星
」
を
見
つ
け
た
時
、
な
ぜ
「
自
分
」
は
「
百
年

は
も
う
来
て
い
た
」
と
わ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
女
が

「
暁
の
星
」
な
の
だ
ろ
う
か
？

も
う
一
度
、「
こ
の
世
界
を
支
配
す
る
の
は
自
然
の
理
法
で
は
な

く
、
女
の
言
葉
で
あ
る
」
と
い
う
前
の
仮
説
に
戻
っ
て
み
よ
う
。
注

意
し
て
み
る
と
、
女
が
予
言
す
る
世
界
に
は
不
自
然
な
点
が
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
ま
ず
「
星
の
破
片
」
と
は
都
合
良
く
「
自
分
」
の
前

に
落
ち
て
く
る
も
の
だ
ろ
う
か
？
　
ま
た
、「
赤
い
日
が
東
か
ら
西

へ
、
東
か
ら
西
へ
と
落
ち
て
行
く
」
日
々
が
延
々
と
続
く
が
、
毎
日

が
快
晴
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
雨
の
日
や
曇
り
の
日
は
な
い
の
だ

ろ
う
か
？
　
さ
ら
に
、
日
が
赤
い
ま
ま
西
に
落
ち
、「
し
ば
ら
く
す

る
と
ま
た
」
太
陽
が
昇
っ
て
く
る
こ
の
世
界
に
、
は
た
し
て
夜
は
存

在
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
疑
問
が
指
し
示
す
の
は
、
こ

の
世
界
全
体
が
女
の
言
葉
通
り
に
運
行
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。「
自
分
」
は
、
女
の
言
葉
に
支
配
さ
れ
た
世
界
に
た
だ
一
人

包
み
込
ま
れ
た
他
者
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

逆
に
言
え
ば
、
す
べ
て
思
い
の
ま
ま
に
支
配
で
き
る
こ
の
世
界

で
、「
自
分
」
だ
け
が
唯
一
、
女
の
支
配
で
き
な
い
存
在
な
の
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
「
自
分
」
は
、い
ま
や
女
の
言
葉
を
疑
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
女
は
、
裏
切
ら
れ
た
と
思
っ
た
「
自
分
」
が
墓
石
か
ら
去
っ

て
し
ま
う
前
に
、
最
後
の
約
束
を
果
た
す
べ
く
白
百
合
の
姿
で
現
れ

た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
女
の
言
葉
に
見
え
な
い
「
暁
の
星
」
は
、
こ

れ
を
発
見
し
た
と
き
す
で
に
夜
が
来
て
お
り
、
女
の
言
葉
の
支
配
し

な
い
外
側
に
「
自
分
」
が
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に

気
付
い
た
か
ら
こ
そ
、「
百
年
は
も
う
来
て
い
た
ん
だ
な
」
と
「
自
分
」

は
言
う
の
で
あ
る
。「
も
う
来
て
い
た
」と
い
う
過
去
完
了
形
は
、「
暁

の
星
」
発
見
時
が
「
百
年
目
」
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
直
前
の
現
れ

た
白
百
合
こ
そ
が
女
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

こ
の
世
界
す
べ
て
を
支
配
す
る
女
も
、
他
者
で
あ
る
「
自
分
」
ま

で
は
支
配
で
き
な
か
っ
た
。
も
は
や
日
数
を
数
え
ら
れ
な
い「
自
分
」

に
と
っ
て
、「
百
年
」
と
は
具
体
的
な
時
間
で
は
な
く
、
女
と
の
愛

の
絆
を
計
る
時
間
、
愛
の
強
さ
を
示
す
比
喩
的
時
間
な
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
も
し
「
自
分
」
が
疑
わ
な
け
れ
ば
、
女
は
永
遠
に
現
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
―
―
。
こ
の
結
論
は
、
一
見
逆
説
的
に

見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
、女
を
信
じ
て
待
っ
て
い
る
間
、「
自

分
」
は
確
か
に
女
の
世
界
の
中
で
、女
と
繋
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

い
ま
や
、
寒
々
と
し
た
夜
明
け
の
中
で
、「
自
分
」
は
女
と
断
絶
し

た
真
の
孤
独
を
感
じ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

『
こ
こ
ろ
』
や
『
そ
れ
か
ら
』
の
よ
う
に
、
漱
石
は
男
女
の
恋
愛

を
描
い
た
作
家
だ
っ
た
。「
永
遠
の
愛
」
が
い
か
に
困
難
な
も
の
で

あ
る
か
を
、夢
と
い
う
枠
組
の
中
で
テ
ー
マ
と
し
た
の
が
「
第
一
夜
」

だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。


