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い
ま
こ
そ
、人
文
学
！



京
都
精
華
大
学
は
２
０
２
６
年
度
、
国
際
文
化
学
部
を
人
文
学
部
に
名
称
変
更
し
ま
す
。（
構
想
中
）

1
9
8
9
年
か
ら
30
年
余
り
続
い
た
人
文
学
部
が
復
活
す
る
に
あ
た
り
、

「
言
葉
の
力
」「
自
由
な
視
点
」「
リ
ア
ル
な
体
験
」
を
三
本
柱
に
掲
げ
て
い
ま
す
。

新
学
部
が
め
ざ
す
新
た
な
時
代
の
人
文
学
を
テ
ー
マ
に
、

哲
学
者
の
鷲
田
清
一
さ
ん
を
迎
え
、
国
際
文
化
学
部
の
山
田
創
平
学
部
長
と
語
り
合
い
ま
し
た
。

人
文
学
！

特
別
対
談

鷲
田 

清
一
氏
（
哲
学
者
）×

山
田 

創
平
（
国
際
文
化
学
部 

学
部
長
）

激
動
の
時
代
に
誕
生
し

復
活
す
る
人
文
学
部

山
田　
京
都
精
華
大
学
に
人
文
学
部
が
で
き
た

の
は
１
９
８
９
年
で
す
。
年
の
初
め
に
昭
和
天

皇
が
死
去
し
、
６
月
に
は
中
国
で
天
安
門
事
件
、

秋
に
は
ベ
ル
リ
ン
の
壁
が
崩
壊
し
た
激
動
の
年

で
し
た
。

　
２
０
２
１
年
、
ウ
ス
ビ
・
サ
コ
前
学
長
の
時

に
国
際
的
な
学
び
を
強
化
し
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

を
一
新
。
国
際
文
化
学
部
に
改
組
し
、
グ
ロ
ー

バ
ル
な
視
点
で
留
学
生
も
増
や
し
…
と
新
た
な

方
向
を
め
ざ
し
た
ん
で
す
が
、
新
学
部
へ
動
き

始
め
た
20
年
春
か
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
が
世
界
的
に
広
ま
り
、
22
年
に
は
ウ
ク
ラ

イ
ナ
で
戦
争
が
始
ま
っ
た
。
最
近
だ
と
パ
レ
ス

チ
ナ
問
題
も
…
。
ま
た
大
き
な
変
化
の
時
代
に

入
っ
て
き
た
時
、
教
員
の
な
か
か
ら
「
や
っ
ぱ

り
足
元
を
ち
ゃ
ん
と
見
つ
め
る
必
要
が
あ
る
」

と
い
う
声
が
出
て
き
ま
し
た
。
本
学
の
学
生
た

ち
を
見
て
い
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
悩
み
や
考
え
た

い
テ
ー
マ
を
持
っ
て
入
学
し
て
き
ま
す
。
こ
ち

ら
が
「
グ
ロ
ー
バ
ル
に
活
躍
す
る
人
材
を
」
と

目
標
を
与
え
る
よ
り
、
学
生
自
身
が
ま
ず
自
分

に
し
っ
か
り
向
き
合
う
方
が
大
事
だ
と
い
う
意

見
も
根
強
く
あ
る
。
そ
こ
で
も
う
一
度
、
人
文

学
部
に
名
前
を
戻
そ
う
と
決
ま
っ
た
ん
で
す
。

鷲
田　
人
文
学
部
っ
て
、
今
は
相
当
減
っ
て
ま

す
よ
ね
。
か
え
っ
て
新
鮮
で
、
い
い
と
思
い
ま

す
。
セ
イ
カ
の
人
文
学
部
と
い
え
ば
、
僕
の
イ

メ
ー
ジ
は
ま
ず
、
宗
教
学
者
の
笠
原
芳
光
さ
ん

が
教
員
で
い
ら
し
た
こ
と
。
学
部
開
設
時
に
学

長
を
務
め
て
お
ら
れ
、
後
に
理
事
長
ま
で
さ
れ

た
ん
で
す
よ
ね
。
物
静
か
な
方
で
し
た
。
美
術

系
の
大
学
で
笠
原
さ
ん
の
よ
う
な
方
が
学
長
を

さ
れ
た
の
が
、
ち
ょ
っ
と
意
外
で
も
あ
っ
て
ね
。

あ
と
、
吉
本
隆
明
さ
ん（
思
想
家
・
詩
人
）の
姿

を
初
め
て
見
た
の
は
、
セ
イ
カ
に
講
演
に
来
ら

れ
た
時
だ
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

「
文
と
理
」「
実
学
と
虚
学
」

人
文
学
め
ぐ
る
二
つ
の
誤
解

│
│
近
年
は
実
学
志
向
が
強
く
、
人
文
学
に
と

っ
て
順
風
と
は
言
え
な
い
時
代
で
す
が
、
あ
ら

た
め
て
人
文
学
と
い
う
学
問
は
、
今
な
ぜ
必
要

な
の
で
し
ょ
う
か
。

鷲
田　
二
つ
の
大
き
な
誤
解
が
あ
る
と
思
う
ん

で
す
。
一
つ
は
「
文
理
融
合
」
と
い
う
言
葉
が

流
行
っ
た
よ
う
に
「
文
」
と
「
理
」
が
対
立
す

る
と
い
う
考
え
方
。
こ
れ
は
大
ウ
ソ
で
、（
文

系
に
分
類
さ
れ
る
）心
理
学
で
は
自
然
科
学
の

方
法
で
実
験
を
す
る
し
、（
理
系
と
さ
れ
る
）建

築
で
も
都
市
計
画
の
分
野
な
ん
て
、
ほ
と
ん
ど

地
域
学
や
デ
ザ
イ
ン
学
で
し
ょ
う
。
対
象
は
も

ち
ろ
ん
、
方
法
論
か
ら
し
て
も
、
文
も
理
も
な

い
ん
で
す
よ
。
人
文
学
の
「
文
」
に
は
、
姿
か

た
ち
、
紋
様
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
だ
か

ら
人
が
な
す
こ
と
の
仕
組
み
や
あ
り
よ
う
で
す

ね
。
文
理
の「
理
」
だ
っ
て
、
も
と
も
と
は
石

の
模
様
の
こ
と
で
す
。
倫
理
の
「
倫
」
は
人
間

界
の
こ
と
だ
か
ら
、
ま
さ
に
人
間
界
の
模
様
と

い
う
意
味
な
ん
で
す
よ
。

山
田　
人
間
や
社
会
の
肌
理（
き
め
）み
た
い
な

こ
と
で
し
ょ
う
か
。

鷲
田　
そ
う
。
だ
か
ら
文
と
理
は
本
来
同
じ
意

味
な
ん
で
す
。
そ
れ
ら
を
分
け
た
上
で
融
合
す

る
な
ん
て
間
違
っ
て
い
る
。
医
学
も
そ
う
。
実

際
の
治
療
法
は
基
礎
医
学
や
応
用
科
学
や
け
ど
、

根
本
に
は
「
医
の
道
と
は
、
人
を
治
す
と
は
ど

う
い
う
こ
と
か
」
と
い
う
思
想
が
必
要
で
す
。

山
田　
な
る
ほ
ど
、
そ
の
通
り
で
す
。

鷲
田　
も
う
一
つ
は
「
文
学
＝
虚
学
」
と
い
う

誤
解
で
す
。
僕
は
文
学
部
出
身
で
大
阪
大
学
の

総
長
を
や
り
ま
し
た
か
ら
、
ど
れ
だ
け
言
わ
れ

た
か（
笑
）。
阪
大
は
医
学
部
や
工
学
部
と
い
っ

た
理
系
が
強
く
て
、
そ
れ
ら
は
み
ん
な
役
に
立

つ
「
実
学
」
だ
と
彼
ら
は
言
う
ん
で
す
。
あ
る

い
は
文
系
で
も
政
治
学
や
経
済
学
は
役
に
立
つ

け
ど
、
文
学
部
と
理
学
部
の
一
部
│
│
数
学
で

す
ね
、
こ
れ
だ
け
は
役
に
立
た
な
い
と（
笑
）。

だ
け
ど
、
こ
れ
も
間
違
い
で
す
。
福
沢
諭
吉
は

実
学
の
最
た
る
も
の
が
「
修
身
」
だ
と
言
っ
て

い
ま
す
。
現
実
と
格
闘
し
、
人
と
は
何
か
、
人

は
い
か
に
な
す
べ
き
か
、
社
会
は
ど
う
あ
る
べ

き
か
を
探
求
す
る
学
問
。
今
で
言
う
倫
理
学
で

す
ね
。
そ
れ
こ
そ
が
一
番
大
事
な
ん
だ
と
。
福

沢
の
言
う
虚
学
と
は
、
机
上
だ
け
の
、
つ
ま
り

現
実
社
会
と
ぶ
つ
か
ら
な
い
学
問
の
こ
と
で
す
。

山
田　
今
の
社
会
で
言
わ
れ
て
い
る
実
学
と
は

だ
い
ぶ
ん
違
い
ま
す
ね
。

鷲
田　
正
反
対
で
す
よ
。「
先
端
科
学
」
と
い

う
の
は
現
代
の
科
学
的
思
考
の
枠
組
み
の
な
か

で
の
最
先
端
を
競
っ
て
い
て
、
新
着
雑
誌
の
論

文
に
し
か
関
心
が
な
い
。
理
学
部
の
研
究
者
は

ニ
ュ
ー
ト
ン
な
ん
か
読
ま
な
い
。
つ
ま
り
、
特

殊
な
専
門
領
域
の
な
か
だ
け
で
新
し
さ
を
競
う

学
問
な
ん
で
す
。
自
分
の
専
門
分
野
に
は
や
た

ら
詳
し
い
け
ど
、
そ
れ
以
外
は
素
人
で
す
。
そ

う
い
う
意
味
で
は
、
政
治
も
経
済
も
、
社
会
や

芸
術
も
、
い
ろ
ん
な
こ
と
に
関
心
を
持
ち
、
一

つ
一
つ
の
分
野
で
は
ア
マ
チ
ュ
ア
か
も
し
れ
な

い
け
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
も
学
び
、
そ
れ
ら

を
踏
ま
え
て
整
合
的
に
考
え
る
の
が
人
文
学
だ

か
ら
、
現
実
と
向
き
合
う
と
い
う
意
味
で
こ
っ

ち
の
方
が
は
る
か
に
実
学
な
ん
で
す
。

政
治
も
経
済
も
「
文
化
」

体
験
を
通
じ
て
探
究
す
る

鷲
田　
実
は
、
大
学
で
扱
う
学
問
分
野
の
相
当

部
分
は
文
学
部
に
あ
っ
て
、
間
口
が
す
ご
く
広

い
ん
で
す
。
で
も
国
や
自
治
体
の
言
う
「
文

化
」
っ
て
定
義
が
狭
く
て
、
古
典
的
な
芸
術
、

音
楽
や
文
学
、
伝
統
芸
能
な
ど
に
限
ら
れ
て
い

る
。
僕
に
言
わ
せ
れ
ば
政
治
も
文
化
だ
し
、
経

済
や
商
売
の
や
り
方
だ
っ
て
文
化
で
す
。
国
や

地
域
に
よ
っ
て
全
然
違
う
で
し
ょ
う
。
都
市
の

景
観
や
構
造
な
ん
か
も
、
パ
リ
と
バ
ン
コ
ク
と

台
北
で
は
み
ん
な
異
な
る
。
関
西
で
も
、
大
阪

と
京
都
の
街
並
み
は
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー（
哲
学
）

が
違
う
で
し
ょ
。
政
治
も
文
化
、
経
済
も
文
化

の
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
や
り
方
」
が

あ
る
と
い
う
こ
と
が
後
景
に
沈
み
、
法
や
民
主

主
義
や
人
権
な
ど
、
あ
る
意
味
グ
ロ
ー
バ
ル
な

価
値
観
だ
け
で
語
る
こ
と
の
限
界
が
、
今
回
の

ガ
ザ（
へ
の
イ
ス
ラ
エ
ル
侵
攻
）で
よ
く
見
え
た

じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
普
遍
的
だ
と
思
わ
れ
て
き

た
人
権
思
想
が
、
実
は
普
遍
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
も
西
欧
発
の
カ
ル
チ
ャ
ー
で
し
か
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
が
。
だ
か
ら
今
こ
そ
、
政
治
も

経
済
も
文
化
だ
と
い
う
視
点
で
論
じ
る
こ
と
が
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必
要
で
、
そ
の
た
め
に
は
人
文
学
部
に
入
れ
ば

世
の
中
の
こ
と
が
一
番
よ
く
わ
か
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
と（
笑
）。

山
田　
そ
う
い
う
こ
と
も
意
識
し
て
、
セ
イ
カ

の
人
文
学
部
は
、
前
回
の
設
立
時
に
「
行
動
す

る
人
文
学
」
と
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
て
い
た
ん

で
す
。
同
時
に
学
際
主
義
、
国
際
主
義
、
体
験

主
義
と
い
う
3
つ
の
方
針
を
打
ち
出
し
ま
し
た
。

こ
の
体
験
主
義
は
そ
の
後
も
ず
っ
と
生
き
て
い

て
、
う
ち
の
学
生
は
在
学
中
に
必
ず
海
外
な
ど

へ
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
行
き
、
自
ら
計
画
を

立
て
て
調
査
を
行
う
ん
で
す
。

鷲
田　
い
い
で
す
ね
。
そ
れ
は
必
修
で
？
で
も

費
用
は
ど
う
す
る
ん
で
す
？

山
田　
そ
う
で
す
、
必
修
で
。
留
学
先
の
学
費

は
本
学
が
出
す
ん
で
す
け
ど
、
滞
在
費
用
な
ど

は
学
生
負
担
で
。
そ
こ
を
め
ざ
し
て
ア
ル
バ
イ

ト
し
て
お
金
を
貯
め
る
学
生
も
い
て
、
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
の
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。
お
話
を
う
か

が
っ
て
い
て
私
自
身
は
す
ご
く
納
得
す
る
の
で

す
が
、
一
方
で
今
の
高
校
生
は
将
来
へ
の
不
安

が
大
き
く
、「
す
ぐ
に
役
立
つ
こ
と
」
を
勉
強

し
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
込
ん
で
い
る
と
こ

ろ
が
あ
り
ま
す
。
就
職
の
た
め
に
ワ
ー
ド
や
エ

ク
セ
ル
を
使
い
こ
な
す
、
仕
事
に
使
え
る
英
語

を
習
得
す
る
、
あ
る
い
は
資
格
を
取
ら
な
き
ゃ

み
た
い
な
…
。
そ
う
い
う
な
か
で
人
文
学
部
に

名
前
を
戻
し
て
、
こ
こ
で
学
ぼ
う
と
思
っ
て
も

ら
え
る
の
か
、
実
は
懸
念
も
あ
り
ま
す
。
最
近

の
若
い
人
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
、
鷲
田

さ
ん
は
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
？

鷲
田　
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
と
い
う
か
、
社
会
全
体

の
空
気
な
の
で
し
ょ
う
が
、
今
の
時
代
っ
て

「
失
敗
し
た
ら
終
わ
り
」
み
た
い
に
思
わ
れ
て

い
る
。
大
学
を
卒
業
し
て
な
い
と
就
職
で
き
な

い
、
学
校
を
中
退
し
た
ら
履
歴
書
に
傷
が
つ
く

と
か
。
敗
者
復
活
し
に
く
い
社
会
だ
か
ら
、
一

回
脱
落
し
た
ら
戻
れ
な
い
と
い
う
空
気
の
な
か

で
、
若
い
人
は
い
ろ
ん
な
選
択
を
迫
ら
れ
て
い

る
気
が
し
ま
す
。
保
険
み
た
い
に
大
学
へ
行
き
、

資
格
を
取
る
。
で
も
時
代
は
も
っ
と
悪
い
方
に

進
ん
で
い
て
、
保
険
で
入
っ
た
は
ず
の
会
社
に

捨
て
ら
れ
た
り
、
会
社
が
潰
れ
た
り
、
業
種
が

変
わ
っ
た
り
し
て
、
自
分
が
培
っ
て
き
た
技
術

が
全
然
役
に
立
た
な
い
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
が

当
た
り
前
に
起
こ
る
。
そ
う
い
う
時
代
に
こ
そ
、

本
当
は
人
文
学
的
な
知
恵
や
賢
さ
が
必
要
だ
と

思
う
ん
で
す
。
さ
っ
き
言
っ
た
悪
い
意
味
で
の

専
門
性
じ
ゃ
な
し
に
、
他
の
領
域
で
も
役
に
立

つ
知
恵
や
技
が
。
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス（
フ

ラ
ン
ス
の
文
化
人
類
学
者
）が
言
っ
た
「
ブ
リ

コ
ル
ー
ル
」
の
よ
う
に
、
あ
り
合
わ
せ
で
何
で

も
や
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
し
た
た
か
さ
を
持

つ
こ
と
。
人
文
学
っ
て
、
正
解
が
な
い
こ
と
ば

か
り
し
つ
こ
く
考
え
て
き
た
わ
け
で
し
ょ
う
。

哲
学
や
文
学
や
芸
術
に
し
て
も
、
戦
争
や
政
治

の
歴
史
に
し
て
も
。
人
間
が
理
解
で
き
る
こ
と

な
ん
て
、
も
う
わ
ず
か
し
か
な
く
て
、
あ
と
は

推
測
ば
っ
か
り
。
そ
う
い
う
学
問
を
や
れ
ば
、

相
当
な
し
ぶ
と
さ
が
身
に
つ
く
と
思
う
ん
だ
け

ど
…
。
た
だ
、
学
問
と
い
う
の
は
実
際
に
や
っ

て
み
な
い
と
何
が
見
え
て
く
る
か
わ
か
ら
な
い
。

僕
ら
は
今
振
り
返
っ
て
言
え
る
け
ど
、
学
生
さ

ん
に
は
気
の
毒
な
注
文
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

山
田　
そ
こ
に
気
づ
い
て
、
す
ぐ
に
役
立
つ
知

識
よ
り
も
、
深
く
考
え
る
忍
耐
強
さ
を
培
っ
て

い
く
学
生
も
相
当
数
い
る
ん
で
す
け
ど
ね
。
セ

イ
カ
に
は
、
上
か
ら
押
し
つ
け
る
教
育
で
は
な

く
、
学
生
の
持
つ
力
を
生
か
し
て
共
に
学
び
、

議
論
し
よ
う
と
い
う
文
化
が
あ
り
ま
す
。
教
員

と
学
生
の
関
係
も
フ
ラ
ッ
ト
で
、
私
も
「
先

生
」
で
は
な
く
「
山
田
さ
ん
」「
創
平
さ
ん
」
と

呼
ば
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
も
、
人
文
学

を
や
る
に
は
す
ご
く
い
い
環
境
だ
と
思
い
ま
す

ね
。歴

史
や
世
界
の
大
き
な
地
図
に

自
分
を
「
マ
ッ
ピ
ン
グ
」
す
る

│
│
人
文
学
と
は
「
時
間
軸
の
長
い
学
問
」
な

の
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
学
生
は
す
ぐ
に
役

立
つ
知
識
や
正
解
を
求
め
る
。
そ
れ
は
社
会
の

風
潮
が
そ
う
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。

鷲
田　
ま
さ
に
そ
う
で
、
今
、
大
学
に
社
会
か

ら
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
い
え
ば
、
外
部
資
金
を

い
く
ら
取
っ
て
き
た
か
、
効
率
化
は
達
成
で
き

て
い
る
か
、
ど
れ
だ
け
社
会
貢
献
し
た
か
…
と

か
、
ま
っ
た
く
産
業
社
会
の
論
理
で
す
か
ら
ね
。

山
田　
そ
の
風
潮
に
学
生
を
合
わ
せ
さ
せ
る
の

が
い
い
と
は
や
っ
ぱ
り
思
え
ま
せ
ん
。
社
会
に

出
て
も
す
ぐ
会
社
を
辞
め
て
し
ま
っ
た
り
、
そ

の
後
ど
う
生
き
て
い
け
ば
い
い
か
わ
か
ら
な
く

な
っ
た
り
す
る
ぐ
ら
い
な
ら
、
大
学
に
い
る
間

に
も
っ
と
悩
ん
だ
方
が
い
い
。
時
間
軸
と
言
わ

れ
ま
し
た
が
、
学
生
が
大
学
で
人
文
学
を
学
ぶ

と
き
、
最
初
に
直
面
す
る
の
が
そ
の
点
で
す
。

２
０
０
０
年
前
の
プ
ラ
ト
ン
を
読
ま
さ
れ
た
り

す
る
の
で
、
今
ま
で
の
自
分
の
考
え
方
と
は
時

間
軸
と
空
間
軸
が
全
然
違
う
。
高
校
ま
で
は
自

分
の
地
元
し
か
知
ら
な
か
っ
た
の
が
、
本
学
で

は
い
き
な
り
ア
フ
リ
カ
に
行
っ
た
り
し
て
、
異

な
る
世
界
に
触
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
体
験
の
方

が
長
い
目
で
見
た
時
、
絶
対
に
役
立
つ
と
思
う

ん
で
す
。
た
だ
、
世
の
中
の
流
れ
と
は
違
う
の

で
、
そ
の
良
さ
を
ど
う
伝
え
て
い
け
ば
い
い
ん

だ
ろ
う
と
い
う
悩
み
は
常
に
あ
る
の
で
す
が
。

鷲
田　
目
の
前
に
な
い
世
界
を
知
る
こ
と
は
、

人
文
学
を
学
ぶ
大
事
な
意
義
で
す
。
僕
が
よ
く

た
と
え
る
の
は
、
海
で
溺
れ
た
時
、
周
り
に
島

も
何
も
な
け
れ
ば
空
の
星
や
太
陽
を
見
て
自
分

の
位
置
を
知
る
し
か
な
い
。
そ
れ
と
同
じ
で
、

歴
史
や
世
界
の
大
き
な
流
れ
の
な
か
で
自
分
は

ど
こ
に
い
る
の
か
を
知
る
こ
と
。
自
分
自
身
を

大
き
な
地
図
の
な
か
に
置
き
、「
マ
ッ
ピ
ン
グ
」

す
る
こ
と
が
物
を
考
え
る
時
の
よ
り
ど
こ
ろ
に

な
る
。
そ
の
た
め
に
は
２
０
０
０
年
以
上
前
の

歴
史
か
ら
今
日
ま
で
の
流
れ
も
知
っ
て
お
い
た

方
が
い
い
し
、
日
本
だ
け
で
な
く
中
国
の
こ
と
、

西
欧
の
こ
と
、
ア
フ
リ
カ
の
こ
と
…
今
は
直
接

関
係
な
く
て
も
、
ち
ょ
っ
と
知
っ
て
お
け
ば
、

自
分
た
ち
の
将
来
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
に
な
る
。

世
阿
弥
の
「
離
見
の
見
」
じ
ゃ
な
い
け
ど
、
溺

れ
て
い
る
自
分
を
も
う
少
し
大
き
い
ス
コ
ー
プ

の
な
か
で
見
つ
め
、
位
置
づ
け
る
こ
と
が
、
時

代
に
押
し
潰
さ
れ
な
い
た
め
の
反
撃
の
や
り
方

で
、
だ
か
ら
人
文
学
は
武
器
に
も
な
る
。
大
学

の
な
か
で
最
も
「
闘
う
学
問
」
な
ん
で
す
よ
ね
。

山
田　
今
の
お
話
で
思
い
出
し
た
の
が
、
本
学

で
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
14
世（
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
最

高
位
僧
）を
最
初
に
講
演
に
呼
ん
だ
２
０
０
０

年
４
月
の
こ
と
で
す
。
当
時
は
来
日
に
つ
い
て

政
治
的
障
壁
が
あ
っ
た
た
め
、
講
演
会
開
催
へ

の
執
拗
な
抗
議
や
妨
害
が
あ
り
、
学
内
か
ら
開

催
へ
の
疑
問
の
声
も
上
が
り
ま
し
た
。
担
当
者

も
日
々
揺
れ
動
く
気
持
ち
が
あ
る
な
か
、
当
時

の
理
事
長
杉
本
修
一
は
こ
う
説
い
た
そ
う
で
す
。

「
大
学
の
存
在
は
国
家
よ
り
も
大
き
い
。
わ
が

大
学
が
国
家
の
干
渉
に
屈
す
る
こ
と
が
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
」。
日
本
と
中
国
と
チ
ベ
ッ
ト
と

か
、
近
代
国
民
国
家
の
枠
組
み
や
対
立
な
ん
て

普
遍
的
で
も
な
ん
で
も
な
い
。
大
学
は
も
っ
と

長
い
時
間
軸
で
、
は
る
か
に
大
き
い
こ
と
を
考

え
、
や
っ
て
き
た
ん
だ
か
ら
自
信
を
持
ち
な
さ

い
、
と
。
セ
イ
カ
ら
し
い
話
だ
と
思
い
ま
す
。

鷲
田　
学
問
の
大
き
さ
で
す
よ
ね
。
ハ
ー
バ
ー

ド
大
学
な
ん
か
、
ア
メ
リ
カ
の
政
府
よ
り
は
る

か
に
古
い
わ
け
や
し
ね
。

「
自
分
は
」の
枠
を
超
え
て

「
人
は
」を
問
う
学
問

│
│
人
文
学
は
先
ほ
ど
の
「
マ
ッ
ピ
ン
グ
」
で

は
な
く
、
「
自
分
探
し
」
の
よ
う
に
見
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
「
社
会
の
役
に
立
た
な
い
」
イ
メ

ー
ジ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
気
が
す
る
の
で
す
が
。

鷲
田　
自
分
に
固
有
な
も
の
、
自
分
に
し
か
な

い
も
の
は
何
か
。
自
分
は
自
分
は
…
っ
て
、
よ

く
言
わ
れ
ま
す
が
、
僕
ら
が
「
自
分
」
と
呼
ん

で
い
る
も
の
っ
て
、
す
ご
く
社
会
的
に
、
あ
る

い
は
時
代
の
な
か
で
編
ま
れ
て
い
る
も
の
で
ね
。

僕
が
も
し
明
治
時
代
に
生
ま
れ
た
ら
全
然
違
う

人
間
に
な
っ
て
ま
す
よ
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
問
題
っ
て
、
そ
れ
は
そ
れ
で
大
事
だ
し
、
否

定
は
し
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
こ
だ
わ
り

過
ぎ
た
ら
、
か
え
っ
て
人
間
弱
く
な
る
。
だ
っ

て
自
分
の
内
面
を
見
つ
め
て
も
何
も
な
い
か
ら
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
僕
が
今
ま
で
で
一
番
し

っ
く
り
き
た
人
文
学
の
定
義
は
、
評
論
家
の
大

宅
映
子
さ
ん
が
あ
る
講
演
で
言
わ
れ
た
言
葉
で

す
。「
死
ぬ
と
わ
か
っ
て
い
る
の
に
、
人
は
な

ぜ
生
き
て
い
け
る
の
か
。
そ
の
理
由
を
考
え
る

学
問
で
す
」
っ
て
。
お
お
ー
こ
れ
は
わ
か
り
や

す
い
、
そ
の
通
り
だ
と
。
だ
か
ら
人
文
学
を
や

れ
ば
、
人
は
た
く
ま
し
く
な
れ
る（
笑
）。

山
田　
死
ぬ
と
わ
か
っ
て
い
れ
ば
何
も
し
な
く

て
い
い
は
ず
で
す
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
い
ろ

い
ろ
考
え
て
し
ま
い
ま
す
し
…
。

鷲
田　
ど
う
せ
死
ぬ
な
ら
、
で
き
る
だ
け
お
い

し
い
物
を
食
べ
て
…
と
な
り
そ
う
な
も
の
で
す

が
、
昔
の
人
た
ち
は
そ
う
し
な
か
っ
た
。
そ
れ

は
な
ん
で
や
？
と
い
う
こ
と
を
学
ぶ
わ
け
で
す
。

先
ほ
ど
の
「
自
分
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
は

い
つ
の
間
に
か
、
自
分
は
何
を
持
っ
て
い
る
か
、

何
が
で
き
る
か
と
い
う
問
い
に
ず
ら
さ
れ
て
し

ま
う
ん
で
す
よ
。
面
接
で
「
ど
ん
な
資
格
を
持

っ
て
い
ま
す
か
」
と
聞
か
れ
る
よ
う
に
ね
。
で

も
、
自
分
と
い
う
の
は
、
何
を
所
有
し
て
い
る

か
だ
け
で
語
れ
る
も
の
じ
ゃ
な
い
。
所
有
も
す

る
け
ど
、
人
に
支
え
ら
れ
も
す
る
。
人
と
チ
ー

ム
を
つ
く
っ
て
共
同
し
て
働
き
、
助
け
た
り
助

け
ら
れ
た
り
…
の
イ
ン
タ
ー
デ
ィ
ペ
ン
デ
ン
ト

（
相
互
依
存
）な
関
係
な
の
に
、「
私
と
は
何
か
」

と
言
っ
た
途
端
、
自
分
に
固
有
の
も
の
は
何
か
、

他
の
人
に
は
な
い
何
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う

問
い
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な

答
え
に
し
か
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

山
田　
た
い
し
て
持
っ
て
い
ま
せ
ん
か
ら
ね
。

鷲
田　
だ
か
ら
「
自
分
は
」
を
問
う
の
で
は
な

く
、
大
宅
さ
ん
が
言
っ
た
よ
う
に
「
人
は
」
と

大
き
な
問
い
を
立
て
る
方
が
、
人
文
学
に
は
ふ

さ
わ
し
い
と
思
う
ん
で
す
。

山
田　
私
も
日
々
、
学
生
と
接
す
る
な
か
で
そ

れ
を
感
じ
て
い
ま
す
。
本
学
に
は
不
登
校
や
引

き
こ
も
り
経
験
の
あ
る
学
生
が
結
構
い
て
、
み

ん
な
最
初
は
自
分
に
つ
い
て
悩
ん
で
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
一
緒
に
書
物
を
読
ん
で
い
く
と
、
過

去
に
も
同
じ
こ
と
に
悩
ん
で
い
た
人
が
い
る
。

フ
ィ
ー
ル
ド
に
出
て
調
査
を
す
る
と
、
自
分
の

個
人
的
だ
と
思
っ
て
い
た
問
い
が
、
社
会
的
な

問
い
だ
と
気
づ
く
瞬
間
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ

う
な
る
と
自
分
で
勉
強
し
て
卒
論
を
書
く
と
こ

ろ
ま
で
い
き
、
卒
業
し
た
後
も
自
分
な
り
の
生

き
方
や
進
む
道
を
見
つ
け
ら
れ
る
。
な
の
で
、

「
個
人
的
な
こ
と
は
政
治
的
で
あ
る
」
じ
ゃ
な

い
で
す
が
、
出
発
点
は
自
分
だ
け
れ
ど
も
、
そ

れ
を
社
会
化
し
て
い
く
の
が
今
の
大
学
教
育
の

大
切
な
役
割
で
あ
り
、
私
が
日
々
や
っ
て
い
る

こ
と
な
の
か
な
と
い
う
気
は
し
ま
す
。

鷲
田　
加
藤
典
洋
さ
ん（
文
芸
評
論
家
）が
面
白

い
話
を
書
い
て
い
ま
し
た
。
自
分
の
講
義
で

「
社
会
問
題
と
は
何
か
」
と
レ
ポ
ー
ト
の
課
題

を
出
し
た
ら
、
あ
る
学
生
が
「
私
が
社
会
問
題

で
す
」
と
書
い
て
き
た
と
い
う
ん
で
す（
笑
）。

こ
ん
な
私
が
い
る
、
私
が
こ
ん
な
ま
ま
で
い
る
。

こ
れ
こ
そ
が
社
会
問
題
だ
っ
て
。
素
晴
ら
し
い
、

す
ご
く
正
し
い
答
え
だ
と
思
い
ま
し
た
ね
。
セ

イ
カ
の
人
文
学
部
も
、
み
ん
な
が
生
き
る
力
を

身
に
つ
け
る
場
所
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。
世
界
を

見
つ
め
る
た
め
に
、
今
よ
り
も
う
少
し
見
晴
ら

し
の
良
い
場
所
に
立
つ
た
め
の
４
年
間
に
な
れ

ば
い
い
と
、
僕
は
思
い
ま
す
ね
。（
了
）
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新
し
い
人
文
学

　
京
都
精
華
大
学
は
1
9
8
9
年
に
人
文
学
部
を
開
設
。
2
0
2
1
年
に
は
国
際
文
化

学
部
に
名
称
を
変
更
し
ま
し
た
が
、
本
学
の
教
育
理
念
に
立
ち
戻
り
、
再
度
「
人
文
学

部
」
に
学
部
名
を
変
更
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　
人
文
学
は
「
人
間
と
は
何
か
」「
ど
う
す
れ
ば
世
界
を
よ
り
良
く
変
え
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
」
を
考
え
る
学
部
で
す
。

　
京
都
精
華
大
学
で
は
、
変
化
の
激
し
い
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
自
己
を
見
つ
め
他
者
と

対
話
す
る
言
葉
の
力
、
幅
広
い
視
点
を
基
に
し
た
粘
り
強
い
思
考
力
、
自
ら
の
足
で
現

地
に
お
も
む
く
こ
と
で
得
ら
れ
る
実
感
を
伴
う
知
識
、
そ
れ
ら
人
間
の
も
つ
根
源
的
な

力
を
引
き
出
す
「
人
文
学
」
を
今
一
度
見
つ
め
な
お
し
、
再
提
案
し
て
い
き
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
時
代
を
生
き
抜
く
た
め
の

京都の地で時代と人間を見つめる

歴史コース
History

「言葉の力」「自由な視点」「リアル
な体験」を重視したカリキュラムと、
人間の営みについて探究する5つの
コースで、変化の激しいこれからの
時代を生き抜く底力をもち、社会に
羽ばたく人を育てます。

ど
ん
な
に
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
進
化
し
て
も
、
必
要
に
な
る
の
は
人
間
の

「
言
葉
の
力
」。
人
文
学
部
で
は
、
読
む
・
書
く
・
聞
く
・
話
す
、
言
語

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
本
と
、
思
考
の
ベ
ー
ス
と
な
る
教
養
を
身
に

つ
け
る
こ
と
で
、「
言
葉
の
力
」
を
高
め
ま
す
。

言
葉
の
力

「
言
葉
の
力
」
と
「
幅
広
い
教
養
」
を
身
に
つ
け

変
化
に
対
応
で
き
る
ベ
ー
ス
を
つ
く
る

た
と
え
ば
1
年
次
の
必
修
科
目
「
人
文
学
原
論
」
で
は
、「
共
同
体
」「
他

者
」「
所
有
」
な
ど
と
い
っ
た
人
文
学
と
し
て
考
え
る
べ
き
テ
ー
マ
に
つ

い
て
、
講
義
と
議
論
を
く
り
か
え
し
な
が
ら
学
び
ま
す
。
歴
史
、
文
学
、

社
会
、
グ
ロ
ー
バ
ル
、
文
化
と
い
う
多
様
な
角
度
か
ら
物
事
を
考
え
る
力

を
身
に
つ
け
、
自
由
な
視
点
を
手
に
入
れ
ま
す
。

自
由
な
視
点

ひ
と
つ
の
テ
ー
マ
に
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ

2
年
次
に
半
年
間
、
大
学
以
外
の
場
所
で
調
査
・
研
究
す
る
「
長
期
フ
ィ

ー
ル
ド
ワ
ー
ク
」。
日
本
・
海
外
の
12
の
国
や
地
域
か
ら
興
味
の
あ
る
土

地
を
選
ん
で
、
自
分
の
決
め
た
テ
ー
マ
を
追
究
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

調
査
テ
ー
マ
を
決
め
、
現
地
で
調
べ
、
集
め
た
デ
ー
タ
か
ら
分
析
し
て
自

分
の
意
見
を
発
表
す
る
経
験
は
、
ど
ん
な
将
来
に
進
ん
で
も
必
ず
生
き
る

力
と
な
り
ま
す
。

リ
ア
ル
な
体
験

全
員
が
半
年
間
現
地
で
調
査
す
る
長
期
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク

自分の興味や関心を「社会に通用する力」に発展させる
5つのコース

京都という歴史を学ぶのに絶好の場所を
生かして、歴史上の人物の縁の土地や当
時の街道に足を運び、現地調査を行います。
研究領域は古代から近代まですべての時
代の日本史が対象。歴史に名を残す英雄
だけでなく、当時を生きた民衆の視点か
らも史料を読み解き、過去の人間の生き
方から現在・未来のあり方を提唱します。

言葉の世界で、人間の心情に触れる

文学コース
Literature

研究対象は、上代から近代までのあらゆ
る日本文学。小説や詩歌、戯曲、評論など
多様な分野の作品講読や作家研究を行
います。作品に登場することも多い京都を
舞台に、現地調査を通じて学ぶことが特
徴です。各時代に生きる人々の文化や精
神を理解しながら作品を読み解き、「人間
とは何か」という本質的な問いに迫ります。

本特集にご登場いただいた鷲田清一さんは、朝日新聞1面の「折々のことば」を長く担当されています。2016年には今回の
対談相手である山田創平の言葉〈表現をするということは…「社会を変える方法」を手にするということです〉を取り上げられ
ました。鷲田さんが「みずみずしい定義」と評したその言葉は、本学Webサイト教員ページからの引用でした。

海をこえて、新たな世界に出会う

国際文化コース
Global Culture

国際都市・京都、そして留学生が多い学
内環境を生かして実践的に英語や語学
を習得します。さらに2年次には、半年か
ら最大一年間大学を離れ、語学学習に加
えて土地の文化や社会課題を現地で調
査。世界の課題に向き合う力、どんな国や
地域でも自分らしく生き抜ける力を獲得
します。

日本と世界を文化でつなぐ

国際日本学コース
Japanese Studies

マンガやアニメなどの大衆文化から伝統
文化まで、多様な日本文化を、伝統と革
新が同居する都市、京都で研究します。そ
の魅力を海外に向けて発信できるよう、
語学力の向上を重視していることも特徴
です。国家資格である登録日本語教員の
免許も取得可能。文化で日本と世界をつ
なぐ人を育てます。

京都精華大学人文学部

人文学科
●歴史コース
●文学コース
●社会コース

国際教養学科
●国際文化コース
●国際日本学コース

※コース単位で入試実施予定。
※記載内容は構想中のものであり、
　変更となる可能性があります。

「セイカの魅力は人文と芸術系の学部が隣り合っていることだ」と鷲田さんは言います。人文学も、文書研究に没頭し、専門的
に掘り下げていくと「虚学」になりやすい。そうならないために、実際に手を動かして表現するアートの発想や経験が重要だと。
自身も美術作家として表現活動をする山田も、これに大きくうなずいていました。

特集対談の
こぼれ話

特集対談の
こぼれ話

「いま」を読み解き課題を発見する

社会コース
Society

家族、学校、ジェンダー、環境など、自らの
悩みや疑問、身近な問題を入り口に、社会
現象や人間の行動の要因を掘り下げて
いきます。教員には多様な分野の研究者
がそろい、関心に応じて知識を深められ
る環境です。さらに、フィールドワークを通
して、数値やデータの分析だけでは気づ
きにくい問題の本質に迫る力を養います。

人
文
学
部 
2
0
2
6
年
4
月 

開
設
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セイカの思い出

プロのクリエイターを招いた
特別授業。つくり手の考え方や
こだわりなど、大学時代の授業
メモは今でも読み返します。

セイカの思い出

野外作品展を友人とともに企画。
写真インスタレーション作品を
食堂前に展示したことはいい
思い出になっています。

　
現
在
、
韓
国
大
邱
大
学
校
・
造
形
藝
術
大
学

（
※
）
ゲ
ー
ム
学
科
の
教
員
と
し
て
、
基
礎
教
育

を
担
当
し
て
い
る
長
島
聡
子
さ
ん
。
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
を
用
い
た
コ
ン
セ
プ
チ

ュ
ア
ル
ア
ー
ト
の
制
作
実
績
が
評
価
さ
れ
、
大

邱
大
学
校
か
ら
P
C
ソ
フ
ト
の
使
い
方
を
教
え

る
授
業
の
依
頼
が
あ
り
、
2
0
1
3
年
に
韓
国

へ
と
渡
り
ま
し
た
。

　
授
業
は
英
語
で
よ
い
と
い
う
条
件
で
し
た
が
、

韓
国
語
を
話
せ
た
方
が
学
生
に
よ
り
伝
わ
る
と

感
じ
て
、
学
内
に
あ
る
語
学
学
校
に
通
学
す
る

よ
う
に
。

　「
習
っ
た
こ
と
は
す
ぐ
に
授
業
の
な
か
で
使

い
、
何
と
か
5
、
6
年
目
に
は
8
割
は
韓
国
語

で
授
業
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
日
本

の
ゲ
ー
ム
や
ア
ニ
メ
に
興
味
の
あ
る
学
生
も
多

い
の
で
、
時
に
は
日
本
語
を
交
え
た
り
、
日
本

の
コ
ン
テ
ン
ツ
事
情
や
背
景
を
話
し
た
り
す
る

こ
と
も
。
み
ん
な
熱
心
に
聞
い
て
く
れ
ま
す
」

　
今
年
は
急
遽
、
新
し
く
別
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

を
担
当
す
る
こ
と
に
。「
ゲ
ー
ム
の
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
デ
ザ
イ
ン
な
ど
、
自
分
の
専
門
分
野
で
は

な
い
こ
と
を
教
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
勉

強
し
な
が
ら
授
業
を
し
て
い
ま
す
」
と
の
こ
と

で
す
が
、
き
っ
と
一
段
と
努
力
が
必
要
な
状
況
。

苦
労
も
あ
る
の
で
は
？
と
伺
う
と
、「
新
し
い

こ
と
を
始
め
る
の
に
抵
抗
が
な
い
ん
で
す
。
こ

れ
は
セ
イ
カ
の
お
か
げ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と

朗
ら
か
に
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　「
セ
イ
カ
で
は
絵
画
表
現
以
外
に
も
、
版
画

な
ど
、
い
ろ
ん
な
表
現
手
法
を
学
び
ま
し
た
。

同
時
に
、
先
生
方
か
ら
は
創
作
に
オ
リ
ジ
ナ
リ

テ
ィ
を
求
め
ら
れ
た
の
で
、
感
性
が
鍛
え
ら
れ

た
と
思
い
ま
す
」

 

ア
ー
ト
と
は
何
か
、
す
で
に
あ
る
作
品
と
自

分
の
作
品
は
何
が
違
う
の
か
。
そ
の
な
か
で
、

「
い
か
に
楽
し
み
な
が
ら
創
作
し
て
い
く
か
」

を
繰
り
返
し
考
え
過
ご
し
た
セ
イ
カ
で
の
日
々

は
、
長
島
さ
ん
の
大
き
な
糧
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
自
己
研
鑽
を
積
み
な
が
ら
着
実
に
歩
ん
で
い

る
長
島
さ
ん
。
教
員
の
か
た
わ
ら
制
作
も
続
け
、

日
本
と
韓
国
の
芸
術
交
流
を
は
か
る
展
覧
会
に

も
積
極
的
に
参
加
さ
れ
て
い
ま
す
。
き
っ
と
こ

れ
か
ら
も
、
一
歩
ず
つ
自
身
の
道
を
歩
い
て
い

か
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

※
韓
国
の
「
大
学
」
は
日
本
で
い
う
「
学
部
」
の
こ
と

卒業生イ ンタ ビュー
独自の道を歩む京都　　精華大学の卒業生に、

　　現在の活動や今後の夢、　　セイカの思い出を伺いました。 

　
今
年
の
4
月
か
ら
秋
田
書
店
に
就
職
し
、
マ

ン
ガ
編
集
の
現
場
で
働
き
始
め
た
髙
田
雄
真
さ

ん
。
前
職
で
は
総
合
出
版
社
で
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル

や
コ
ミ
カ
ラ
イ
ズ
編
集
に
携
わ
り
、
着
々
と

キ
ャ
リ
ア
を
積
み
重
ね
て
い
る
髙
田
さ
ん
は
、

中
学
時
代
か
ら
「
編
集
者
」
が
夢
で
し
た
。

　「
き
っ
か
け
は
『〝
文
学
少
女
〞と
死
に
た
が

り
の
道
化
』
と
い
う
小
説
と
の
出
会
い
で
し
た
。

こ
の
作
品
の
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
天
野
遠
子
が
最

後
に
編
集
者
の
道
を
選
ぶ
の
で
す
が
、
そ
の
姿

に
憧
れ
て
自
分
も
こ
の
職
業
に
就
き
た
い
と
思

う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」

　
セ
イ
カ
に
は
片
道
2
時
間
半
か
け
て
通
学
し

て
い
ま
し
た
が
、「
編
集
者
に
な
る
に
は
幅
広

い
知
識
が
あ
っ
た
ほ
う
が
い
い
」
と
、
カ
バ
ン

は
い
つ
も
小
説
や
マ
ン
ガ
で
い
っ
ぱ
い
。
4
年

間
で
と
に
か
く
た
く
さ
ん
の
本
を
読
み
ま
し
た
。

卒
業
論
文
で
は
こ
れ
ま
で
に
出
版
さ
れ
た
マ
ン

ガ
雑
誌
の
目
次
を
ま
と
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
傾
向

を
研
究
。
出
版
社
を
め
ざ
し
て
就
職
活
動
を
し

ま
す
が
、
そ
の
目
標
は
す
ぐ
に
は
叶
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
こ
で
、
今
後
は
電
子
書
籍
が
伸
び

る
と
予
想
し
、
シ
ス
テ
ム
開
発
会
社
に
入
社
し

ま
す
。

　「
本
当
に
や
り
た
い
こ
と
と
は
違
う
の
で
、

し
ん
ど
い
時
も
あ
り
ま
し
た
。
で
も
、
こ
の
経

験
が
出
版
業
界
で
は
優
位
に
は
た
ら
く
は
ず
だ

と
信
じ
て
い
ま
し
た
ね
」

　
そ
し
て
転
職
し
、
晴
れ
て
編
集
者
に
。
前
職

で
は
主
に
W
e
b
で
発
信
さ
れ
た
読
み
物
の
書

籍
化
を
担
当
し
、
現
職
の
秋
田
書
店
で
は
マ
ン

ガ
雑
誌
の
編
集
業
務
を
中
心
に
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
だ
入
社
し
て
間
も
な
い
髙
田
さ
ん
で
す
が
、

「
プ
ロ
の
マ
ン
ガ
家
さ
ん
と
話
す
時
間
は
と
て

も
楽
し
い
」
と
笑
顔
で
語
り
ま
す
。

　「
何
か
を
生
み
出
そ
う
と
し
て
い
る
人
が
好

き
な
ん
で
す
。
ベ
テ
ラ
ン
の
作
家
で
も
、
年
下

の
若
い
作
家
で
も
、
読
者
と
し
て
思
っ
た
こ
と

は
ち
ゃ
ん
と
伝
え
、
対
等
に
話
を
す
る
よ
う
気

を
つ
け
て
い
ま
す
。
い
ま
は
少
年
誌
の
担
当
で

す
が
、
少
女
誌
や
青
年
誌
、
な
ん
で
も
読
み
ま

す
。
ジ
ャ
ン
ル
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
創
作
者
の
や

り
た
い
こ
と
を
叶
え
て
い
け
た
ら
」

　
最
後
に
後
輩
に
む
け
て
、「
一
人
で
も
多
く

の
セ
イ
カ
出
身
マ
ン
ガ
家
と
一
緒
に
仕
事
が
し

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
く

れ
ま
し
た
。
近
い
将
来
、
そ
の
作
品
た
ち
が
書

店
に
並
ぶ
こ
と
を
心
待
ち
に
し
て
い
ま
す
。

コミティア（自主制作漫画誌展示
即売会）の出張ブース。編集者と
して、作家と真摯に向き合う

ゲームデザイナーであるセイカの同級生を招いて、
現場や業界についてレクチャーしてもらった

髙田 雄真さん
T a k a d a  Y u m a

株式会社秋田書店
少年チャンピオン月刊誌編集部

人文学部総合人文学科
2017年卒業

長島 聡子さん
Nagashima Satoko

韓国大邱大学校 造形藝術大学
助教授
芸術学部造形学科
洋画専門分野
2003年卒業

できることから一歩ずつ。
縁を大切に精一杯つとめたい。

マンガ家たちの「やりたい」を
全力で叶えていきたい。
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セイカから世界へ
─教員研究紹介─かど づ

　
『
マ
ン
ガ
学
部
式
メ
デ
ィ
ア
文
化
論

講
義

：

絵
と
声
と
文
字
の
相
関
か
ら
学

ぶ
』（
青
弓
社
）は
、
講
義
の
教
科
書
と

し
て
使
用
し
て
い
る
自
著
。
学
生
た
ち

が
我
が
こ
と
と
し
て
人
類
学
を
学
べ
る

よ
う
、
多
く
の
若
者
に
と
っ
て
フ
ッ
ク

に
な
る
記
述
を
盛
り
込
ん
だ
。『
贈
与

論
』（
マ
ル
セ
ル
・
モ
ー
ス
／
岩
波
書

店
）と
『
呪
わ
れ
た
部
分 

有
用
性
の
限

界
』（
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
／
ち

く
ま
学
芸
文
庫
）は
、
い
ず
れ
も
研
究

・
書
籍
執
筆
中
の
『〈
無
為
〉の
人
類

学
〜
無
能
・
無
駄
・
無
形
〜
』（
仮
題
）

の
参
考
に
し
て
い
る
も
の
。
と
く
に
後

者
は
姜
先
生
自
身
で
バ
タ
イ
ユ
の
年
表

を
作
り
な
が
ら
、
本
当
に
彼
が
伝
え
た

か
っ
た
こ
と
を
丁
寧
に
探
っ
て
い
る
。

無
駄
や
余
白
が
失
わ
れ
、
窮
屈
に
な
っ
て
い
く
現
代
日
本
。

過
去
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
今
へ
の
問
題
提
起
を
続
け
る
。

「姜先生の研究」を知るための3冊！「姜先生の研究」を知るための3冊！

な
ぜ
他
者
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
の
か

伝
統
文
化
や
ア
ー
ト
か
ら
紐
解
く

　
1
9
8
6
年
に
留
学
生
と
し
て
来
日
し
た
姜
先
生

は
、
近
年
の
日
本
に
つ
い
て
こ
う
語
る
。

　
「
旧
来
の
場
所
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
属
さ
な
い
人

に
と
っ
て
、
窮
屈
な
空
気
が
強
ま
っ
て
い
る
と
感
じ

ま
す
。
ホ
ー
ム
レ
ス
の
数
は
増
え
て
い
る
の
に
、
街

は
彼
ら
の
居
場
所
を
な
く
す
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る
。

人
口
が
減
っ
て
い
る
の
に
、
外
国
人
へ
の
ヘ
イ
ト
は

勢
い
を
増
し
て
い
る
。
国
内
外
を
移
動
し
て
暮
ら
す

私
は
、
こ
の
動
き
を
不
思
議
に
感
じ
ま
す
。
私
た
ち

の
魂
は
場
所
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
自
由
で
あ
る
べ

き
な
の
に
、
定
住
社
会
は
な
ぜ
場
所
に
こ
だ
わ
り
、

他
者
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
の
で
し
ょ
う
か
」

　
そ
こ
で
姜
先
生
は
今
、
自
身
の
テ
ー
マ
の
一
つ
で

あ
る
「
ス
ト
リ
ー
ト
人
類
学
」
に
寄
せ
て
、「
無

為
」
や
「
無
駄
」
を
研
究
し
て
い
る
。
シ
ス
テ
ム
化

が
進
ん
だ
現
代
社
会
は
無
駄
が
減
り
、
ホ
ー
ム
レ
ス

や
外
国
人
な
ど
、
遊
動
性
を
持
つ
人
々
を
受
け
入
れ

る
余
白
も
少
な
く
な
っ
た
。
で
は
過
去
は
ど
う
だ
っ

た
の
か
。
例
え
ば
季
節
の
儀
礼
だ
っ
た
「
門
付
け
」

は
遊
動
す
る
芸
能
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
人
々
は
彼

ら
を
歓
待
と
敵
対
の
双
方
を
も
っ
て
受
け
入
れ
て
い

た
。
こ
う
し
た
昔
の
文
化
や
芸
能
、
ア
ー
ト
の
あ
り

方
が
、
現
代
社
会
に
訴
え
る
も
の
は
何
か
。
考
察
は

近
く
、
書
籍
に
ま
と
め
る
予
定
だ
。

「
自
由
さ
」
を
武
器
に
し
て
、

韓
国
の
こ
と
も
掘
り
下
げ
た
い

　
今
後
の
目
標
は
、
も
う
一
つ
の
拠
点
で
あ
る
韓
国

に
つ
い
て
の
本
を
書
く
こ
と
だ
。「
な
ぜ
韓
国
の
大

統
領
は
似
た
よ
う
な
末
路
を
迎
え
る
の
か
、
政
治
に

国
民
が
熱
狂
す
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
日
本
人
か
ら

も
よ
く
質
問
さ
れ
る
こ
と
を
、
日
韓
双
方
を
知
る
立

場
で
ま
と
め
た
い
の
で
す
」

　
二
つ
の
国
の
実
情
を
熟
知
し
た
上
で
、
観
察
者
と

し
て
問
題
提
起
で
き
る
こ
と
は
、
姜
先
生
の
大
き
な

強
み
だ
。
だ
が
最
大
の
武
器
は
、
自
身
で
も
述
べ
る

場
所
や
国
に
縛
ら
れ
な
い
発
想
の
自
由
さ
だ
ろ
う
。

そ
れ
こ
そ
が
未
来
の
希
望
だ
と
も
語
っ
て
く
れ
た
。

　
「
K

‒

Ｐ
Ｏ
Ｐ
と
格
安
航
空
会
社
の
お
か
げ
で
、

日
韓
の
若
者
の
行
き
来
が
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
よ
ね
。

彼
ら
は
両
国
の
難
し
い
政
治
的
問
題
も
う
ま
く
い
な

し
て
、
生
き
た
交
流
を
図
っ
て
い
る
。
そ
の
自
由
な

ス
タ
イ
ル
が
と
て
も
頼
も
し
い
な
と
思
い
ま
す
」

人々の家を訪ねて芸能を披露し、金品の報酬
を得る大道芸の一種。人形回しや獅子舞、歌や
楽器などが知られる。「正月などを祝う儀礼と
して行われることが多く、それ以外の時期には
芸能民たちは差別されていました」（姜先生）

姜 

竣
（
か
ん
じ
ゅ
ん 

） 

マ
ン
ガ
学
部
／
大
学
院 

マ
ン
ガ
研
究
科

日
本
の
紙
芝
居
や
マ
ン
ガ
史
の
ほ
か
、
メ
デ
ィ
ア
論
、
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
消
費
、〈
韓
流
〉
サ

ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
つ
い
て
の
研
究
を
手
が
け
る
。
近
年
は
「
ス
ト
リ
ー
ト
人
類
学
」
な
ど
の
テ
ー
マ

を
通
じ
、
デ
ザ
イ
ン
と
ア
ー
ト
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
。

個性豊かな京都精華大学の教員たちが、自身の研究テーマ
について語る連載の第二回。今回は、文化人類学や表象文化
論、民俗学を専門とする姜竣先生です。韓国にルーツを持つ
姜先生は、外からと内からの双方の視点を持った自由な発想
で、日本社会を読み解いています。

参考書籍には姜先生による
書き込みや付箋がびっしり。
自由な発想を支える地道な
研究の姿勢がうかがえる

KE
YWORD

「門付け」とは？

木
野
か
ら

ヤ
ッ
ホ
ー

「縫い」というジャンルを授業に取り
入れ12年が経ちました。大学院生、
卒業生、教員を中心とする「縫い展」
は、コンスタントに制作を続ける良い
機会になっています。また、今年度から
「Tシャツクラブ」なるものを立ち上げ、
在学生、大学院生、教員という構成で
「シルクスクリーン＋縫いTシャツ展」
を開催。今年は、桂川周辺の風景を
モチーフにした「風ヲ縫ウ。」という個
展を京都で行い、来年度は同タイトル
で北海道の美術館で開催予定です。
現在は刺繍に夢中で、大きなリュック
サックを新調し、いつ何時どこでも刺
繍ができるよう万全の装備で移動し
ています。

「縫い展」は10回目に！
“縫い”から広がる活動の輪

中川 裕孝
芸術学部 テキスタイル専攻
（テキスタイルアーティスト）

幼稚園の頃使っていたお弁当箱。今は刺
繍の道具箱

横浜市の「港北ニュータウン」に引越
しました。私は今まで会社勤めをしつ
つマンガ家をやっていたこともあって、
住む場所は勤務先から1時間以内
で乗り換えが少ないことを条件に決
めていました。つまり住環境というの
は二の次だったのです。でも、人生で
一度くらい「憧れの街に住む」という
夢は叶えたいと思い、通勤に便利と
いう条件は度外視して以前から憧れ
ていた港北ニュータウンへの引越し
を決心しました。幸い、新幹線の新横
浜駅にも近く京都への移動も楽な場
所でした。自然が多く建物もオシャレ
で街並みも美しく、引越して本当によ
かったです。

『天才バカボン』の作者、赤塚不二夫先生
の社屋が取り壊しになる際の展示会にて。
ギャグマンガ家として至福の瞬間でした！

夢を叶えるために決意！
憧れの街に引越し

「持続可能な社会と企業」を
テーマに企業訪問を再開

田中 圭一 
マンガ学部 新世代マンガコース

（マンガ家）

卒業生の皆さん、お久し振りです！ 
早いもので、京都精華大学での教員
生活もこの10月で21年になります。
かつて授業で学生の皆さんと一緒に
本学の環境監査を行ったり、企業や
自治体などの組織に出向いて環境
マネジメントシステムの構築支援を
行ってもらったりしたことが懐かしく思
い出されます。カリキュラム変更後も、
「持続可能な社会と企業」をテーマ
にゼミを運営しています。2020年の
新型コロナウイルス感染拡大でしば
らく動けなかった時期もありましたが、
ゼミでの企業訪問も今年から本格的
に再開しました。近くにいらっしゃるこ
とがあれば是非お立ち寄りください。

母や祖母の影響で、幼い頃から慣れ親しん
できた和服。着物の一つひとつに思い出
があります

服部 静枝
国際文化学部 人文学科

（環境マネジメント/CSR論/老舗研究）

私のお気に入り私のお気に入り 私のお気に入り

あ
の
先
生
元
気
か
な…

？

そ
う
思
っ
て
い
る
卒
業
生
の
み
な
さ
ん
へ
、
セ
イ
カ
の
教
員
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す
。

街並みが美しい港北ニュータウン 「風ヲ縫ウ。」に向けた制作のひとコマ 2年生のゼミの企業訪問にて
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7
月
13
日
か
ら
11
月
10
日
ま
で
「
大

地
の
芸
術
祭
越
後
妻
有
ア
ー
ト
ト
リ

エ
ン
ナ
ー
レ
2
0
2
4
」
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
芸
術
祭
は
新
潟
県
の
地

域
活
性
事
業
と
し
て
２
０
０
０
年
に
始

ま
り
、
本
学
も
２
０
０
９
年
か
ら
継
続

し
て
出
展
し
て
い
ま
す
。

 

今
年
も
芸
術
学
部
教
員
の
吉
野
央
子

を
中
心
に
卒
業
生
有
志
が
参
加
し
ま
し

た
。
古
い
民
家
の
１
階
か
ら
天
井
ま
で

黒
い
毛
糸
を
張
り
巡
ら
し
、
地
元
の
人

か
ら
集
め
た
物
を
編
み
込
ん
だ
塩
田
千

春
さ
ん
、
陶
の
色
彩
や
質
感
を
生
か
し
、

生
命
力
あ
ふ
れ
る
立
体
作
品
を
発
表
し

た
楢
木
野
淑
子
さ
ん
な
ど
、
卒
業
生
の

作
品
も
い
た
る
と
こ
ろ
に
展
示
さ
れ
ま

し
た
。

 

ま
た
、
こ
れ
ま
で
継
続
的
に
取
り
組

ん
で
き
た
「
枯
木
又
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

で
は
、
廃
校
と
な
っ
た
校
舎
を
舞
台
に

本
学
の
関
係
者
が
作
品
を
展
開
し
ま
し

た
。
版
画
卒
業
生
の
衣
川
泰
典
さ
ん
は
、

新
潟
で
採
集
し
た
石
灰
岩
に
そ
の
土
地

の
風
景
を
掘
っ
た
リ
ト
グ
ラ
フ
作
品
を

展
示
。
ま
た
、
採
集
の
プ
ロ
セ
ス
を
映

像
作
品
と
し
て
視
覚
化
し
ま
し
た
。
洋

画
卒
業
生
の
金
沢
寿
美
さ
ん
は
新
聞
紙

の
紙
面
を
黒
鉛
で
塗
り
つ
ぶ
し
な
が
ら

描
く
「
新
聞
紙
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
」
を

用
い
た
作
品
で
、
宇
宙
の
よ
う
な
幻
想

的
な
空
間
を
つ
く
り
あ
げ
ま
し
た
。
昨

年
ス
ト
ー
リ
ー
マ
ン
ガ
コ
ー
ス
を
卒
業

し
た
ば
か
り
のLiisa

さ
ん
は
フ
ロ
ア

全
体
を
使
っ
て
マ
ン
ガ
の
技
法
を
生
か

し
た
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
発
表
。

圧
巻
の
世
界
観
で
話
題
を
呼
び
ま
し
た
。

「越後妻有アートトリエンナーレ」に教員や学生、卒業生らが多数出展

　
6
月
22
日
、
23
日
に
日
本
マ
ン
ガ
学

会
第
23
回
大
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
22

日
の
研
究
発
表
は
本
学
が
、
23
日
の
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
京
都
市
と
本
学
で
運
営

す
る
京
都
国
際
マ
ン
ガ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

が
会
場
と
な
り
、
2
日
間
で
約
5
0
0

名
が
参
加
し
ま
し
た
。

　
日
本
マ
ン
ガ
学
会
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

分
野
の
研
究
者
や
専
門
家
が
集
ま
り
、

マ
ン
ガ
研
究
の
深
化
・
拡
大
や
研
究
成

果
の
体
系
的
な
整
理
・
公
開
を
行
っ
て

い
ま
す
。
年
に
１
度
２
日
に
わ
た
っ
て

日
本
マ
ン
ガ
学
会
大
会
を
実
施
し
て
お

り
、
ゲ
ス
ト
を
招
い
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

な
ど
を
開
催
。
研
究
者
ど
う
し
の
交
流

の
機
会
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

 
22
日
の
研
究
発
表
に
は
、
本
学
の
メ

デ
ィ
ア
表
現
学
部
教
員
の
戸
田
康
太
、

大
学
院
に
在
籍
す
る
ア
デ
ィ
ル
バ
エ

ワ
・
ミ
レ
ー
ナ
さ
ん
、
森
田
百
秋
さ
ん
、

森
菫
さ
ん
の
４
名
が
参
加
。
学
会
員
だ

け
で
な
く
、
マ
ン
ガ
に
関
心
の
あ
る

方
々
や
京
都
で
学
ぶ
大
学
生
も
聴
講
し
、

会
場
は
熱
気
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
23
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
「
マ
ン
ガ

と
〈
展
示
〉
」
を
テ
ー
マ
に
開
催
。
第

1
部
は
「
マ
ン
ガ
を
〈
展
示
〉
す
る
と

い
う
こ
と
」、
第
２
部
は
「
ひ
ろ
が
り

ゆ
く
〈
マ
ン
ガ
展
〉
の
か
た
ち
」
の
２

部
構
成
で
実
施
し
、
第
２
部
に
は
本
学

の
マ
ン
ガ
学
部
教
員
で
国
際
マ
ン
ガ
研

究
セ
ン
タ
ー
員
の
イ
ト
ウ
ユ
ウ
も
参
加

し
ま
し
た
。
近
年
国
内
外
で
盛
況
を
博

し
て
い
る
マ
ン
ガ
展
を
め
ぐ
る
現
状
に

つ
い
て
、
実
践
と
理
論
の
両
面
か
ら
捉

え
直
す
機
会
と
な
り
ま
し
た
。

本学と京都国際マンガミュージアムで日本マンガ学会を開催

オープンキャンパス　
2024年8月3日（土）、4日（日）

「生駒泰充展」　
2024年4月19日（金）～27日（土）

「あめつちのおもい」　
2024年5月10日（金）～18日（土）

「VISUAL PRODUCT 2023『6/5』」
2024年5月10日（金）～18日（土）

小田隆展「Oil Painting」
小田研究室大学院生合同展「優美な屍骸」　
2024年5月24日（金）～6月1日（土）

「◯」
2024年6月7日（金）～15日（土）

京都精華大学×ソウル市立大学校交流展
「828.45K－Come & Go」
2024年7月5日（金）～8月4日（日）

「合同陶芸展2024」
2024年8月27日（火）～31日（土）

　
ギ
ャ
ラ
リ
ーTerra-S

で
は
、
前
期

に
在
学
生
お
よ
び
教
員
が
代
表
者
と
な

っ
て
企
画
・
実
施
す
る
申
請
展
を
6
件
、

ギ
ャ
ラ
リ
ー
主
催
の
企
画
展
を
1
件
、

開
催
し
ま
し
た
。
在
学
生
の
申
請
と
し

て
は
、「
あ
め
つ
ち
の
お
も
い
」（
5
月

10
日
〜
18
日
）、「
◯
」（
6
月
7
日
〜

15
日
）な
ど
、
芸
術
学
部
生
の
意
欲
的

な
利
用
が
目
立
ち
ま
し
た
。
教
員
の
申

請（
出
品
者
は
在
学
生
を
含
む
）と
し
て

は
、「
生
駒
泰
充
展
」（
4
月
19
日
〜
27

日
）、「VISUAL PRO

DUC
T 2023

『6/5

』」（
5
月
10
日
〜
18
日
）、
小

田
隆
展
「O

il Painting

」・
小
田
研
究

室
大
学
院
生
合
同
展
「
優
美
な
屍
骸
」

（
5
月
24
日
〜
6
月
1
日
）、「
合
同
陶

芸
展
2
0
2
4
」（
8
月
27
日
〜
31
日
）

な
ど
、
画
業
の
振
り
返
り
や
授
業
の
成

果
展
、
他
大
学
と
の
交
流
展
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
制
作
・
研
究
成
果
の
発
表
の
場

と
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
本
学
と
ソ
ウ
ル
市
立
大
学
校

の
教
員
、
在
学
生
、
卒
業
生
に
よ
る
交

流
展
「828.45K

－C
om
e &
 G
o

」

（
7
月
5
日
〜
8
月
4
日
）で
は
、
総

勢
30
名
の
日
韓
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
参

加
し
、
社
会
と
環
境
の
急
激
な
変
化
を

両
国
か
ら
見
つ
め
、
独
自
の
問
題
意
識

や
世
界
観
を
作
品
で
表
現
し
ま
し
た
。

会
期
中
に
は
1
0
0
0
人
を
超
え
る
学

内
外
の
来
場
者
が
あ
り
、
メ
デ
ィ
ア
に

も
取
り
上
げ
ら
れ
る
な
ど
多
数
の
反
響

を
得
ま
し
た
。
後
期
も
引
き
続
き
、
さ

ま
ざ
ま
な
展
覧
会
の
実
施
を
通
し
て
、

ア
ー
ト
に
触
れ
る
き
っ
か
け
を
広
く
提

供
し
て
い
き
ま
す
。

ギャラリーTerra-Sでは申請展や企画展を多数開催

　
8
月
3
日
、
4
日
に
オ
ー
プ
ン
キ
ャ

ン
パ
ス
を
開
催
し
、
キ
ャ
ン
パ
ス
は
大

い
に
に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。
2
日
間
を
通

じ
て
約
3
0
0
0
名
の
方
に
ご
来
場
い

た
だ
き
、
過
去
最
高
の
来
場
者
数
を
記

録
し
ま
し
た
。

　
本
学
で
の
学
び
の
内
容
や
入
試
に
関

す
る
説
明
会
、
大
学
の
授
業
を
体
験
す

る
こ
と
が
で
き
る
模
擬
授
業
や
、
教
員

や
学
生
と
直
接
話
を
し
た
り
作
品
を
観

た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
学
科
・
コ
ー

ス
見
学
、
入
試
や
学
生
生
活
・
下
宿
な

ど
に
つ
い
て
職
員
に
相
談
で
き
る
個
別

相
談
コ
ー
ナ
ー
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
企

画
を
実
施
。
総
合
型
選
抜
入
試
対
策
と

し
て
開
催
し
た
「
自
己
推
薦
書
講
座
」

は
、
受
験
生
だ
け
で
な
く
保
護
者
の
方

か
ら
も
好
評
で
し
た
。
ま
た
、「
キ
ャ

リ
ア
説
明
会
」
で
は
、
8
月
3
日
に
卒

業
生
ゲ
ス
ト
を
招
い
て
開
催
。
C
M
や

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
ビ
デ

オ
、
ド
ラ
マ
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
ム
ー
ビ

ー
な
ど
を
手
掛
け
る
、
映
像
デ
ィ
レ
ク

タ
ー
の
高
瀬
裕
介
さ
ん
に
お
越
し
い
た

だ
き
、
第
一
線
で
活
躍
す
る
ク
リ
エ
イ

タ
ー
の
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
貴
重

な
時
間
と
な
り
ま
し
た
。

　
今
年
度
最
後
の
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ

ス
は
2
0
2
5
年
2
月
15
日
、
16
日
を

予
定
し
て
お
り
、
同
時
期
に
「
京
都
精

華
大
学
展
2
0
2
5 

－

卒
業
・
修
了
発

表
展

－

」
も
開
催
し
ま
す
。
ど
な
た
で

も
入
場
い
た
だ
け
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
学

生
た
ち
の
4
年
間
の
学
び
の
集
大
成
を

観
に
、
キ
ャ
ン
パ
ス
へ
足
を
お
運
び
く

だ
さ
い
。

夏のオープンキャンパスで過去最高の来場者数を記録

イベントレポート大学主催

「日本マンガ学会 第23回大会」
2024年6月22日（土）、23日（日）
京都精華大学、京都国際マンガミュージアム

撮影：花戸麻衣

「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2024」
2024年7月13日（土）～11月10日（日）
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国際文化学部生らが
海外留学プログラムから無事帰国

世界的に有名なゲームスタジオの
クリエイティブ・ディレクターが授業に登壇

10月19日、20日の2日間にわたり、キャンパスの段差や
傾斜といった、通行の物理的障壁（バリア）を調べる「学内
バリア調査」を実施しました。障害学生支援室が主催したも
ので、車椅子を使用したり、歩行に困難がある学生や教職員・
来校者が不自由に感じる場所を調査し、施設改善に向けた
提案書にまとめることを目標としています。
当日は11名の学生が参加し、グループに分かれて学内を
調査。学生たちは車椅子に乗車して学内を移動し、普段は
気に留めない小さな段差や、通路にはみ出るように置かれた
荷物等が、いかに通行の妨げになっているかを発見しました。
本プロジェクトは今後も継続し、学内の施設改善および構成
員の意識啓発にむけて取り組んでいく予定です。

News

02
News

04

現代美術家として活躍する卒業生、塩田千春さんの個展
「塩田千春 つながる私（アイ）」が、9月14日から12月1日に
かけて大阪中之島美術館で開催されました。本展覧会は、
全世界的な感染症の蔓延を経て、否応なしに意識した他者
との「つながり」がテーマ。インスタレーションを中心に絵画、
ドローイングや立体作品、映像など多様な手法を用いた作品
を展開しました。塩田さんは本学を卒業後、拠点をベルリン
に移し、世界各地で個展を開催するほか、国際的な芸術祭
にも多数参加。生と死、存在、記憶など人間の根源的な問い
をテーマに、精力的に作品を発表し続けています。7月には、
独立行政法人国際交流基金が実施する「2024年度国際
交流基金賞」も受賞されました。

『風ノ旅ビト』『Sky 星を紡ぐ子どもたち』などの世界的人気
ゲームを生んできた「thatgamecompany」の創設者兼
クリエイティブディレクターであるジェノヴァ・チェン氏を招い
たトークイベントを、7月8日、全学共通科目「クリエイティブ
の現場」の特別講座として開催しました。暴力や破壊といっ
た攻撃的な刺激ではなく、人種や性別といった属性を超えて
人とつながる、共感しあうことに重きが置かれたゲーム作品
を発表してきたジェノヴァ氏。講義では、その思考の根幹から、
開発時の試行錯誤、ゲームを通じてよりよき現実世界をつく
ろうとする取り組みなどが語られ、メッセージにあふれた貴重
な時間になりました。表現を磨き、世界に挑戦しようとする
学生たちにとって、視座を高めるまたとない機会となりました。

グローバルスタディーズ学科から25名、人間環境デザイン
プログラムから5名、合計30名の学生が海外留学プログラ
ムを終えました。渡航先はアメリカ、スペイン、トルコ、韓国、
台湾、フィリピン、ニュージーランドとさまざま。期間は地域に
より異なり、2月から4月にかけて出国。5月から7月にかけ
て無事に順次、帰国しました。本プログラムは、人文学部の
設立当初から行われてきた海外フィールドワークを発展させ
た取り組みです。学生たちは長期間現地に滞在し、テーマに
もとづき調査研究を行います。未知の場所を訪れ、これまで
に出会ったことのない文化や価値観にふれた経験は、学生
たちの視野を広げ、新しい自分を発見する機会になったこと
でしょう。これからの活躍を期待しています。

学生たちがキャンパス内の
物理的障壁（バリア）を調査
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「木野祭」来場者3,000人超え
秋晴れのなか大いににぎわう

News

06

アニメーションコース卒業生たちの
卒業制作作品がアワードや映画祭にて受賞

News

05

11月3日と4日の2日間、秋晴れのなか、学園祭「木野祭」が
開催されました。今年のテーマは、「閃光突破Flash Prism」。
それぞれの輝きを拡散する舞台となるよう思いが込められ
ました。また今年は実行委員が精力的に広報活動を行い、
京都市営地下鉄の駅ナカ大型ビジョンを活用したPR広告
も掲出しました。当日はサークルや有志団体ごとに出店した
模擬店や作品販売が並び、活気あふれる雰囲気に。毎年大
人気の陶芸専攻の陶器市では学生が制作した器やグッズ
がところ狭しと並び、来場者の足をとめました。明窓館の大
ホールとM-104、屋外の水上ステージでは個性豊かなライ
ブパフォーマンスが繰り広げられ、盛り上がる企画が満載。
出演者も来場者も大いに楽しんだ木野祭になりました。

今年3月にマンガ学部アニメーションコースを卒業した学生
たちの卒業制作作品が、学外で多数受賞しています。「高知
アニメクリエイターアワード 2024」では多くの作品が入賞。
そのなかでもキムソンジェさん、青井愛佳さん、喜多一葉さん、
北村昴大さんによる『REDMAN』がグランプリに選ばれま
した。他にも『家庭内権力抗争』『last journey』『eau de 
parfum』『春にくゆる』の4作品が入選し、高い評価を受け
ました。また、同コース卒業生・藤田みのりさんによる『芋虫』
が、「第35回東京学生映画祭」アニメーション部門にてグラン
プリに選ばれました。この映画祭は、学生のみで企画・運営
を行う、日本で最も長い歴史のある国内最大規模の学生映
画祭です。みなさん本当におめでとうございました。

トピックス

現代美術家として活躍する本学卒業生・
塩田千春さんの個展が大阪で開催

イベント情報 2024年12月時点

《巡る記憶》（2022/2024）

活躍する在学生、卒業生の情報を
募集しています。

●京都精華大学 ウェブサイト
　https://www.kyoto-seika.ac.jp

●広報グループ
　kouhou@kyoto-seika.ac.jp

情報をお持ちの方は、広報グループまでお知らせください。

●Seika Artist File #2 
　「Imagined Sceneries ―7つの心象風景をめぐる」
　11月15日（金）～12月21日（土）

●etc...／かくれんぼの森
　2025年1月10日（金）～1月18日（土）

●光の届く／ポール・コックス ポスター展
　2025年1月24日（金）～1月29日（水）

●管派/穴派
　2025年2月25日（火）～3月7日（金）

●高校生のための第6回創作作品コンペティション
　「SEIKA AWARD 2025」入選作品展
　2025年3月15日（土）～3月23日（日）

〔問い合わせ先〕
京都精華大学ギャラリーTerra-S（明窓館3F）
☎075-702-5263

京都精華大学ギャラリーTerra-S　※入場無料

京都国際マンガミュージアム

サテライトスペースkara-S
●ショップ
●ギャラリー
在学生、卒業生の作品が並びます。

その他公開講座
●アセンブリーアワー講演会
●公開講座ガーデン
　など

2025年2月12日（水）～2月16日（日）
〔会場〕 京都精華大学
※土、日はオープンキャンパス同時開催

京都精華大学展2025 ‐卒業・修了発表展‐ 

●文化庁メディア芸術連携基盤等整備推進事業成果発表展
　「のこす！いかす！！マンガ・アニメ・ゲーム展」
　11月23日（土）～2025年3月31日（月）

〔問い合わせ先〕
京都国際マンガミュージアム
☎075-254-7414
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京都精華大学 広報グループ
〒606-8588 京都市左京区岩倉木野町137

KINO PRESS.

本作は、東寺の両界曼荼羅をモチーフにしたインス
タレーション『不二の表れ』の一部として展示したも
のです。まず曼荼羅について深く調べ、その情報か
らイメージを生成するようAIに指示しました。そして
出力した200枚以上のさまざまな図を重ね合わせ
て完成した作品です。曼荼羅を再解釈し、生成AIと
人間の関係性をはかりました。

国際文化学部
人文学科
グローバルスタディーズ学科

メディア表現学部
メディア表現学科

芸術学部
造形学科

デザイン学部
イラスト学科
ビジュアルデザイン学科
プロダクトデザイン学科
建築学科

マンガ学部
マンガ学科
アニメーション学科

人間環境デザインプログラム

人文学部
総合人文学科

ポピュラーカルチャー学部
ポピュラーカルチャー学科

大学院
芸術研究科
デザイン研究科
マンガ研究科
人文学研究科

京都精華大学～ご支援くださる皆様へ～
（ご寄付のお願い）

本学で学ぶ多くの学生の生活支援、本学のさらなる教育・研究活動の充実の
ため、温かいご支援・ご協力を心よりお願い申し上げます。

●寄付募集Webサイト
クレジットカード決済、コンビニ決済、インターネットバンキング決済
など、ご希望の方法をご利用いただけます。

●リサイクル募金Webサイト（きしゃぽん）
本やDVDに加え、貴金属などの換金査定額がご寄付となります。

●京都市ふるさと納税を通じたご支援
「『大学のまち京都・学生のまち京都』の推進～市内大学と協働！学生さんの挑戦
を応援！～」をお選びいただき、応援したい大学に京都精華大学をご指定ください。
ふるさと納税の寄付金の一部が本学の社会貢献活動の費用に充てられます。

2023年度は、法人・個人あわせて38,734,844円のご寄付をいただきました。加えて、リサイクル
募金は179,122円分、ふるさと納税を通じたご支援には7,317,000円をお寄せいただきました。
心より感謝申し上げます。2024年度も、本学のめざす「表現で世界を変える」教育・研究活動の
ために、ぜひみなさまにお力添えいただければ幸甚です。ご支援・ご協力のほど、よろしくお願い申
し上げます。

お問い合わせ
京都精華大学 経営企画グループ 寄付募集担当
E-mail：donation@kyoto-seika.ac.jp
TEL 075-702-5201
FAX 075-702-5391

『木野通信』 送付先の変更について
ご住所等の変更を希望される方は、木野会ホームページまたは
FAXで変更事項をご連絡ください。

学校法人京都精華大学 
経営企画グループ 木野会事務局
https://seikajin.com　 
E-mail:kinokai@kyoto-seika.ac.jp　
FAX 075-702-5391

表紙の作品
『不二の表れ ‐ネオ胎蔵曼荼羅』 
2023年度 修了制作 
ツビンデン ティム 健人さん（芸術学部 版画専攻）

素　材：和紙、インクジェットプリント
サイズ：220cm×180cm

ご利用が増えています


