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『
お
も
ろ
さ
う
し
』
研
究
の
醍
醐
味

を
末
次
は
「
未
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い

点
が
多
い
こ
と
」
だ
と
言
う
。『
お
も

ろ
さ
う
し
』
と
は
琉
球
王
国
の
首
里
王

府
が
12
世
紀
か
ら
17
世
紀
に
わ
た
っ
て

沖
縄
・
奄
美
諸
島
に
伝
わ
る
歌
謡
を
編

纂
し
た
沖
縄
最
古
の
歌
謡
集
だ
が
、
今

で
は
使
わ
れ
て
い
な
い
琉
球
古
語
が
多

く
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
、
内
容
も
完

全
に
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
ま
た
歌
謡

集
と
は
い
え
、
ど
ん
な
メ
ロ
デ
ィ
で
う

た
わ
れ
て
い
た
の
か
も
ほ
と
ん
ど
不
明

だ
し
、
多
く
の
う
た
に
つ
い
て
そ
も
そ

も
誰
が
ど
こ
で
う
た
っ
て
い
た
の
か
さ

え
謎
な
の
だ
。
多
く
の
う
た
に
つ
い
て

『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
研
究
と
は
そ
ん

な
謎
を
解
明
し
て
い
く
作
業
で
あ
る
。

　

一
般
的
に
は
こ
れ
を
島
々
村
々
で
う

た
わ
れ
た
庶
民
の
う
た
と
す
る
の
に
対

し
、
末
次
は
宮
廷
の
非
常
に
限
ら
れ
た

空
間
で
う
た
わ
れ
て
き
た
〝
聖
な
る
う

た
〞
で
あ
る
と
い
う
説
を
展
開
し
て
き

た
。
昨
年
10
月
に
は
今
ま
で
の
研
究
を

ま
と
め
た 

『
琉
球
宮
廷
歌
謡
論
―
首
里

城
の
時
空
か
ら
』（
森
話
社
）
を
上
梓
。

独
自
の
視
点
か
ら
の
琉
球
王
権
に
関
わ

る
歌
謡
や
神
話
の
研
究
が
評
価
さ
れ
、

昨
年
11
月
に
は
沖
縄
学
の
研
究
者
を
対

象
に
し
た
「
沖
縄
文
化
協
会
賞
」
で
仲

原
善
忠
賞
（
文
学
・
芸
能
部
門
）
を
受

賞
し
た
。

　

末
次
は
、
沖
縄
言
葉
で
言
う
と
こ
ろ

の
沖
縄
人
（
ウ
チ
ナ
ン
チ
ュ
）
で
は
な

く
本
土
の
人
間
、
大
和
人
（
ヤ
マ
ト
ゥ

ン
チ
ュ
）
だ
。
な
ぜ
大
和
人
で
あ
る
自

分
が
あ
え
て
琉
球
古
典
を
研
究
す
る
の

か
、
と
い
う
問
い
を
常
に
自
問
自
答
し

て
き
た
な
か
で
、
末
次
が
自
然
と
辿
り

着
い
た
テ
ー
マ
が
ふ
た
つ
あ
る
。
そ
れ

は
《
日
本
と
は
何
か
》、
そ
し
て
《
う

た
と
は
何
か
》
で
あ
る
。

　

気
候
も
文
化
も
特
殊
な
沖
縄
は
、
は

た
し
て
本
州
の
文
化
と
そ
の
ル
ー
ツ
を

同
じ
く
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
辺
境
に
は

中
央
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
現
れ
る
と
い
う

考
え
方
か
ら
い
く
と
、
沖
縄
を
掘
り
下

げ
て
い
く
作
業
は
、
自
ら
の
ル
ー
ツ
を

探
る
旅
で
も
あ
る
。
我
々
が
日
常
的
に

《
日
本
》
と
呼
ん
で
い
る
も
の
と
は
一

体
何
な
の
か
。

　

ま
た
、《
う
た
と
は
何
か
》
と
い
う

問
い
に
つ
い
て
は
、
有
史
以
前
に
ま
で

遡
っ
て
う
た
の
ル
ー
ツ
を
探
る
と
同
時

に
、
現
代
の
若
者
た
ち
の
音
楽
に
ま
で

対
象
を
広
げ
る
こ
と
で
、
う
た
の
普
遍

的
な
力
、
役
割
を
考
察
す
る
。
末
次
の

研
究
は
も
は
や
純
粋
な
る
日
本
文
学
の

範
疇
を
自
在
に
超
え
て
お
り
、
そ
の
ユ

ニ
ー
ク
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
実
に
現
代
的

感
覚
に
溢
れ
た
も
の
だ
。

　

沖
縄
と
本
州
弧
（
北
海
道
か
ら
九
州

ま
で
の
呼
称
）、『
お
も
ろ
さ
う
し
』
と

初
音
ミ
ク
。
一
見
交
わ
る
こ
と
の
な
さ

そ
う
な
ベ
ク
ト
ル
に
位
置
す
る
２
つ
の

も
の
を
、
巧
み
に
た
ぐ
り
寄
せ
て
み
れ

ば
、
そ
こ
に
は
ひ
と
つ
の
真
実
が
見
え

て
く
る
。

特集
01

巻頭 教員インタビュー
末次 智
Interview with SUETSUGU Satoshi

text by KIN Toyo，phtographs by ARIMOTO Maki

研究者・末次智が探る、
時代を超えたうたの普遍性。

末次 智　SUETSUGU Satoshi
人文学部教員。奄美・沖縄の文化、とくに琉球王国論が専門。
立命館大学大学院文学研究科日本文学専攻博士課程後期課程単
位取得。著書に『琉球の王権と神話』、『琉球宮廷歌謡論』、論
文に「Cocco論序説、あるいは、ウタの始まり」、「身体の楽譜」
等。最近は、ヒトの「身体」と世界観に関心がある。2012年
に「沖縄文化協会賞 仲原善忠賞（文学・芸能部門）」、2013年
に「日本歌謡学会 第 30回志田延義賞」を受賞。

―沖縄の「おもろさうし」と「初音ミク」に共通する力とは ―
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僕
は
授
業
中
に
学
生
に
ア
ン
ケ
ー
ト

を
と
る
の
で
す
が
、「
あ
な
た
に
と
っ

て
う
た
は
必
要
で
す
か
」「
あ
な
た
は

う
た
な
し
で
生
き
て
い
け
ま
す
か
」
と

聞
く
と
、
9
割
以
上
の
学
生
が
う
た
な

し
で
は
や
っ
て
い
け
な
い
と
回
答
し
た

の
で
す
。
こ
れ
っ
て
す
ご
い
こ
と
だ
と

思
い
ま
せ
ん
か
。
衣
食
住
に
全
く
関
係

な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
う
た
な
し
で
は

生
き
て
い
け
な
い
と
言
う
ん
で
す
よ
。

な
ぜ
う
た
は
人
間
が
行
う
様
々
な
表
現

の
な
か
で
も
特
別
な
力
を
持
つ
の
で

沖
縄
の
固
有
性
を
探
り
た
い
と
思
う
ん

で
す
。

　

こ
れ
は
吉
本
隆
明
も
言
っ
て
い
ま
し

た
が
、
文
化
に
何
か
変
化
が
起
き
る
と

き
は
、
ま
ず
辺
境
か
ら
現
れ
て
中
央
に

伝
播
し
ま
す
。
で
す
か
ら
も
と
も
と
日

本
と
沖
縄
の
文
化
の
根
っ
こ
は
同
じ
で

あ
る
、
と
い
う
日
琉
同
祖
論
の
立
場
で

考
え
る
と
、
日
本
の
辺
境
で
あ
る
沖
縄

に
は
、
よ
り
コ
ア
な
日
本
ら
し
さ
が
潜

ん
で
い
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
を
掘
り

下
げ
る
こ
と
で
自
ら
の
ル
ー
ツ
に
辿
り

着
く
可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
す
。
沖
縄

を
考
え
る
こ
と
は
日
本
を
考
え
る
こ
と

に
繋
が
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。

本
ら
し
さ
と
い
う
と
、
京
都
や
奈
良
に

代
表
さ
れ
る
文
化
を
思
い
浮
か
べ
ま
す

が
、
そ
れ
っ
て
実
は
関
西
と
い
う
ひ
と

つ
の
地
域
に
お
け
る
日
本
ら
し
さ
で
し

か
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
そ
の
こ
と
に
気

づ
い
て
か
ら
、
誰
か
が
「
日
本
」
と
発

す
る
時
、
そ
の
人
の
認
識
の
な
か
に

沖
縄
は
入
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と

い
う
こ
と
が
気
に
な
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
い
ま
僕
が
京
都
精
華
大
学

で
担
当
し
て
い
る
授
業
に
《
南
島
文

化
論
》
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
日

本
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
掘
り
下

げ
る
授
業
。「
君
た
ち
が
思
っ
て
い
る

日
本
だ
け
が
日
本
じ
ゃ
な
い
ん
だ
よ
」

な
ん
て
学
生
に
対
し
て
た
く
さ
ん
揺

さ
ぶ
り
を
か
け
て
、
学
生
た
ち
の
意

見
を
引
き
出
し
て
い
ま
す
。

　

自
ら
は
何
か
と
問
い
か
け
た
時
に
、

た
く
さ
ん
の
ル
ー
ツ
が
混
ざ
り
合
っ
て

い
て
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
う
方
が
世

界
的
に
は
普
通
な
ん
だ
と
思
う
ん
で
す

よ
。
な
の
に
日
本
人
は
日
本
を
単
一
の

も
の
だ
と
思
い
す
ぎ
て
い
る
気
が
し
ま

す
。
そ
ん
な
考
え
の
根
本
に
は
、
古
代

よ
り
日
本
の
隅
々
ま
で
い
き
わ
た
っ
て

い
る
天
皇
制
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、

歴
代
の
王
を
ト
ッ
プ
に
据
え
る
琉
球
、

沖
縄
は
や
は
り
、
本
州
と
は
異
な
る
固

有
性
が
あ
り
ま
す
。
蝦
夷
な
ん
か
も
そ

う
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
ロ
ー
カ
リ

テ
ィ
の
強
い
地
域
も
含
め
て
日
本
な
の

に
、
そ
の
こ
と
を
日
本
人
は
あ
ま
り
認

識
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
僕
は

現
れ
た
歌
謡
集
と
し
て
見
て
い
て
、
島

の
風
俗
を
庶
民
が
う
た
っ
た
も
の
と
す

る
説
が
多
い
。
で
も
僕
は
こ
れ
は
宮
廷

と
い
う
特
殊
な
空
間
で
う
た
わ
れ
る
特

殊
な
う
た
が
中
心
に
あ
る
と
い
う
立
場

を
と
っ
て
き
ま
し
た
。
僕
に
と
っ
て

『
お
も
ろ
さ
う
し
』
は
自
分
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
別
の
次
元
に
あ
る

も
の
、
む
し
ろ
外
国
の
文
学
み
た
い

な
も
の
な
ん
で
す
よ
ね
。
外
側
か
ら

沖
縄
を
み
て
い
る
僕
の
『
お
も
ろ
さ

う
し
』
研
究
の
視
点
は
ち
ょ
っ
と
特

殊
な
ん
で
す
。
昨
年
「
沖
縄
文
化
協

会
賞
」
を
い
た
だ
け
た
の
は
、
長
い

間
そ
の
考
え
を
唱
え
て
き
た
こ
と
が

評
価
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
僕

に
と
っ
て
は
、
沖
縄
の
研
究
者
が
中

心
と
な
っ
て
作
っ
た
歴
史
あ
る
研
究

会
で
、
大
和
人
で
あ
る
僕
が
沖
縄
の

人
に
認
め
て
も
ら
え
た
っ
て
こ
と
が

う
れ
し
か
っ
た
で
す
ね
。
大
好
き
な

沖
縄
に
ど
ん
な
に
近
づ
こ
う
と
思
っ

て
も
、
僕
は
沖
縄
人
に
は
な
れ
な
く

て
、
一
抹
の
さ
み
し
さ
を
感
じ
て
き

ま
し
た
。
で
も
な
ん
と
か
受
け
入
れ

て
も
ら
え
た
な
、
と
い
う
気
が
す
る

ん
で
す
。

　

沖
縄
に
行
っ
て
気
が
つ
い
た
の
は
、

一
言
で
日
本
と
い
っ
て
も
様
々
な
世
界

が
あ
る
、
日
本
は
ひ
と
つ
じ
ゃ
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。
ほ
と
ん
ど
の
人
が
日
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す
。
空
港
に
つ
い
た
途
端
に
も
う
空
気

が
違
う
。
3
月
な
の
に
む
わ
ー
と
し
て

い
て
タ
ク
シ
ー
に
は
ク
ー
ラ
ー
が
か

か
っ
て
い
て
。
同
じ
日
本
な
の
に
ま
っ

た
く
異
な
る
風
土
が
あ
る
こ
と
に
大
き

な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
ま
し
た
。
そ
の
頃

は
小
泉
八
雲
の
フ
ァ
ン
で
、
日
本
文
学

を
学
ぼ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
琉
球
大
学
の
国
文
専
攻
は
と
て
も

　

僕
は
も
う
学
生
の
頃
か
ら
慢
性
沖
縄

病
の
症
状
な
ん
で
す
。
出
身
は
福
岡
で

す
が
、
さ
ら
に
南
方
へ
の
憧
れ
み
た
い

な
も
の
が
子
ど
も
の
頃
か
ら
あ
り
ま
し

て
、
大
学
で
琉
球
大
学
へ
入
り
ま
し

た
。
は
じ
め
て
沖
縄
の
地
を
踏
ん
だ
時

の
こ
と
は
今
で
も
よ
く
覚
え
て
い
ま

特
殊
な
と
こ
ろ
で
、
琉
球
文
学
と
い
う

今
ま
で
全
く
聞
い
た
こ
と
の
な
い
琉
球

の
古
典
の
世
界
を
習
う
科
目
が
あ
る
の

で
す
。
こ
の
科
目
が
あ
る
大
学
は
日
本

に
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

　

国
文
の
学
生
の
多
く
が
地
元
沖
縄
の

出
身
者
、
そ
ん
な
先
輩
た
ち
に
誘
わ
れ

て
2
年
生
か
ら
沖
縄
方
言
研
究
会
と
い

う
と
こ
ろ
に
出
入
り
し
は
じ
め
ま
し
た
。

そ
の
会
は
『
ひ
め
ゆ
り
の
塔
を
め
ぐ
る

人
々
の
手
記
』
を
書
か
れ
た
仲
宗
根
政

善
先
生
の
ご
自
宅
で
毎
週
金
曜
日
に
開

催
さ
れ
て
い
て
、
学
生
だ
け
で
な
く
一

般
の
方
や
研
究
者
、
学
校
の
先
生
方
が

集
ま
っ
て
「
お
も
ろ
さ
う
し
」
に
つ
い

て
研
究
す
る
の
で
す
。
は
じ
め
は
末
席

を
汚
し
て
い
た
だ
け
な
ん
で
す
が
、
そ

の
う
ち
自
分
で
も
調
べ
て
発
表
し
た
り

す
る
よ
う
に
な
る
と
、
だ
ん
だ
ん
お
も

し
ろ
く
な
っ
て
く
る
ん
で
す
ね
。
自
分

か
ら
興
味
を
持
て
ば
こ
ん
な
に
勉
強
っ

て
お
も
し
ろ
い
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
を

沖
縄
で
は
じ
め
て
知
り
ま
し
た
。

　

源
氏
物
語
や
平
家
物
語
な
ど
日
本
を

代
表
す
る
古
典
は
、
先
人
た
ち
に
よ
っ

て
す
で
に
研
究
し
尽
く
さ
れ
て
い
ま

す
。
古
事
記
や
日
本
書
紀
な
ん
て
平
安

時
代
か
ら
研
究
が
始
ま
っ
て
い
て
、
そ

の
研
究
史
を
押
さ
え
る
だ
け
で
も
、
生

涯
が
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
よ
。
と
こ

ろ
が
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
研
究
が
は

じ
ま
っ
た
の
は
近
代
以
降
で
す
。
明
治

12
年
に
琉
球
王
国
が
明
治
政
府
に
よ
っ

て
沖
縄
県
と
さ
れ
、
王
が
東
京
へ
連
れ

て
行
か
れ
た
こ
と
で
、
琉
球
王
国
は
終

焉
を
迎
え
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』
を
う

た
う
役
割
を
担
っ
て
い
た
安
仁
屋
（
あ

に
や
）
家
も
途
絶
え
て
し
ま
う
。
そ
れ

が
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
歌
謡
の
最
期

で
す
。
研
究
が
始
ま
っ
た
の
は
そ
れ

以
降
で
す
か
ら
、
そ
の
歴
史
は
ま
だ

1
0
0
年
ほ
ど
。
今
で
も
わ
か
ら
な

い
こ
と
だ
ら
け
な
ん
で
す
よ
。
そ
れ
を

こ
れ
か
ら
の
研
究
者
は
一
つ
ひ
と
つ
明

ら
か
に
で
き
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
と

て
も
魅
力
が
あ
る
研
究
分
野
な
の
で

す
。
だ
か
ら
、
当
時
学
生
だ
っ
た
僕
は

自
分
で
も
新
し
い
発
見
が
で
き
る
ん

だ
、っ
て
す
ご
く
楽
し
か
っ
た
で
す
ね
。

ま
る
で
ミ
ス
テ
リ
ー
を
解
い
て
い
く
よ

う
な
お
も
し
ろ
さ
を
感
じ
ま
し
た
。
ま

た
一
緒
に
研
究
し
て
い
る
人
た
ち
も
お

も
し
ろ
く
て
ね
、
み
ん
な
で
謎
を
解
き

明
か
し
て
い
こ
う
と
い
う
妙
な
連
帯
感

が
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。

　

で
も
大
和
人
の
僕
が
『
お
も
ろ
さ
う

し
』
を
研
究
す
る
の
と
沖
縄
の
人
が
や

る
の
と
で
は
や
は
り
違
う
ん
で
す
。『
お

も
ろ
さ
う
し
』
は
琉
球
の
万
葉
集
と
言

わ
れ
て
い
て
、
万
葉
集
が
日
本
人
の
心

の
原
型
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、『
お
も

ろ
さ
う
し
』
も
沖
縄
人
の
心
を
表
し
て

い
る
と
言
う
ん
で
す
。
だ
か
ら
多
く
の

沖
縄
人
の
研
究
者
は『
お
も
ろ
さ
う
し
』

を
自
分
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が

沖
縄
に
ハ
マ
っ
た
大ヤ
マ

和ト
ゥ
ン

人チ
ュ

未
開
拓
の
研
究
分
野

日
本
と
は
何
か

な
ぜ
人
に
と
っ
て
う
た
は
特
別

な
の
か
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ら
う
た
わ
れ
る
わ
け
で
、
誰
が
つ
く
っ

た
の
か
、
誰
が
う
た
っ
た
の
か
は
本
来

関
係
な
い
わ
け
で
す
。
民
謡
と
か
童
謡

が
ま
さ
に
そ
う
。
う
た
自
体
に
力
が
あ

る
か
ら
う
た
わ
れ
続
け
る
わ
け
じ
ゃ
な

い
で
す
か
。
そ
こ
に
う
た
の
歴
史
性
み

た
い
な
も
の
が
刻
ま
れ
て
い
る
わ
け

で
す
。

　

ボ
ー
カ
ロ
イ
ド
も
誰
が
つ
く
っ
た

か
は
わ
か
ら
な
い
け
ど
、
う
た
が
い

い
か
ら
み
ん
な
で
う
た
う
。
最
新
の

う
た
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
根
底
に
は

う
た
が
持
っ
て
い
る
表
現
の
基
本
的

な
在
り
方
を
担
っ
て
い
る
ん
で
す
。

学
生
た
ち
に
は
、
立
ち
止
ま
っ
て
そ

ん
な
〝
歴
史
性
の
深
み
〞
み
た
い
な

も
の
を
覗
い
て
み
て
ほ
し
い
ん
で
す

よ
ね
。
な
ぜ
流
行
る
か
を
突
き
詰
め

て
い
く
と
、
そ
れ
は
あ
る
種
の
普
遍

的
な
〝
深
さ
〞
が
人
々
に
求
め
ら
れ

て
い
る
か
ら
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え

て
み
て
ほ
し
い
な
と
思
い
ま
す
。

　

で
も
京
都
精
華
大
学
に
こ
な
か
っ
た

ら
ボ
ー
カ
ロ
イ
ド
な
ん
て
研
究
対
象
に

し
て
い
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。
学
生

た
ち
の
関
心
が
広
い
世
界
に
僕
を
向
け

さ
せ
て
く
れ
た
ん
で
す
。
学
生
た
ち
の

ほ
う
が
僕
な
ん
か
よ
り
も
た
く
さ
ん
う

た
を
聴
い
て
い
る
か
ら
、
い
い
意
見
を

持
っ
て
い
た
り
す
る
ん
で
す
よ
。
授
業

の
な
か
か
ら
自
分
の
論
文
の
テ
ー
マ
が

見
つ
か
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
僕
の
授

業
は
体
系
立
っ
た
学
問
を
教
え
る
と
い

う
感
じ
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
学
生
と

や
り
取
り
を
し
な
が
ら
自
分
も
学
ん
で

い
く
と
い
う
授
業
が
多
い
で
す
。
た
と

え
ば
、
僕
が
学
ん
で
い
た
琉
球
大
学
の

は
別
の
世
界
の
人
と
位
置
づ
け
る
。
あ

え
て
人
間
で
は
な
い
何
か
に
し
て
お

く
。
つ
ま
り
聖
な
る
存
在
に
し
て
い
る

ん
だ
と
僕
は
考
え
て
い
る
ん
で
す
。

　

現
代
の
人
々
は
i
P
o
d
な
ど
携

帯
プ
レ
ー
ヤ
ー
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の

な
か
に
何
千
何
万
と
曲
を
入
れ
て
聴
い

て
い
ま
す
よ
ね
。
本
来
う
た
は
特
別
な

条
件
の
も
と
、
つ
ま
り
神
様
が
降
り
て

き
た
時
、
現
代
的
に
言
う
と
特
別
な
気

持
ち
の
時
に
だ
け
聞
く
特
別
な
も
の

だ
っ
た
の
に
、
ウ
ォ
ー
ク
マ
ン
が
登
場

し
て
以
降
は
、
常
に
聞
く
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
す
る
と

同
時
に
特
別
性
と
か
聖
性
は
薄
ま
っ
て

い
く
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
現
代
も
人

は
ど
こ
か
で
聖
な
る
う
た
を
求
め
続
け

て
い
る
。
だ
か
ら
あ
る
意
味
、
ボ
ー
カ

ロ
イ
ド
の
う
た
っ
て
い
う
の
は
降
臨
し

て
き
た
神
の
ご
と
き
初
音
ミ
ク
に
う
た

わ
れ
る
聖
な
る
う
た
な
ん
で
す
よ
。
そ

れ
を
み
ん
な
で
カ
ラ
オ
ケ
で
う
た
っ
た

り
す
る
行
為
を
通
し
て
、
若
者
た
ち
は

聖
な
る
も
の
を
回
復
し
て
い
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
人
間
は
本
質
的
に

聖
な
る
も
の
を
求
め
る
存
在
な
ん
だ
と

思
い
ま
す
。
う
た
を
通
し
て
し
ば
し
聖

な
る
世
界
に
行
き
、
現
実
の
自
分
を
忘

れ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
リ
フ
レ
ッ

シ
ュ
し
て
ま
た
自
分
の
世
界
に
帰
る
ん

で
す
ね
。
そ
れ
は
人
間
と
い
う
も
の
が

発
生
し
た
時
か
ら
あ
る
行
動
じ
ゃ
な
い

か
な
。
あ
る
意
味
、
安
全
装
置
的
な
も

の
で
す
よ
ね
。
人
間
は
現
実
の
世
界
だ

国
文
学
専
攻
だ
っ
た
り
し
た
ら
、『
お

も
ろ
さ
う
し
』
は
こ
う
い
う
も
の
だ
、

と
教
員
が
上
か
ら
説
明
す
る
だ
け
で
終

わ
っ
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
で

も
京
都
精
華
大
学
は
良
く
も
悪
く
も
そ

う
い
う
場
じ
ゃ
な
い
。
学
生
の
反
応
を

見
な
が
ら
僕
自
身
も
話
す
内
容
を
変
え

た
り
、
学
生
と
問
題
点
を
共
有
す
る
た

め
に
対
象
を
よ
り
普
遍
化
し
た
り
し
て

き
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
僕
自
身
の

視
野
も
開
か
れ
て
い
く
ん
で
す
。
学
生

た
ち
と
授
業
を
す
る
の
は
と
て
も
楽
し

い
で
す
よ
。
教
え
る
側
が
楽
し
く
な
い

と
学
生
に
も
伝
わ
ら
な
い
か
な
と
思
っ

て
い
る
ん
で
す
。
僕
は
楽
し
ん
で
勉
強

し
て
き
た
の
で
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
し

か
伝
え
ら
れ
な
い
ん
で
す
（
笑
）。

し
ょ
う
か
。

　

僕
ら
は
万
葉
集
や
古
今
和
歌
集
の
一

首
一
首
も
う
た
と
呼
び
ま
す
し
、
最
近

の
歌
謡
曲
、
J
ポ
ッ
プ
も
う
た
と
呼

び
ま
す
。
同
じ
う
た
と
い
う
言
葉
で
呼

ぶ
以
上
は
、
呼
ぶ
僕
ら
の
側
で
必
ず
何

か
共
通
す
る
も
の
を
感
じ
て
い
る
は
ず

な
ん
で
す
。
う
た
の
も
つ
普
遍
性
と
は

何
か
。
そ
れ
を
知
る
た
め
に
、
僕
は
う

た
の
起
源
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
探
っ

て
い
ま
す
。

　
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
研
究
を
通
し
て

僕
が
考
え
た
の
は
、
や
は
り
う
た
と
は

日
常
の
表
現
で
は
な
く
聖
な
る
表
現
、

神
と
結
び
つ
い
た
特
殊
な
表
現
だ
と
い

う
こ
と
で
す
。
神
が
降
り
て
く
る
時
に

う
た
わ
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
ひ
と

つ
の
う
た
の
ル
ー
ツ
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
。『
お
も
ろ
さ
う
し
』
は
全
部

で
1
5
5
4
首
。
い
ろ
ん
な
ジ
ャ
ン

ル
の
う
た
が
あ
り
ま
す
が
、
一
番
の
核

心
は
王
の
権
力
を
讃
え
る
う
た
で
、
も

と
も
と
は
ノ
ロ
（
神
女
）
と
い
わ
れ
る

女
性
が
う
た
っ
て
い
ま
し
た
。
昔
か
ら

聖
な
る
力
を
持
っ
て
い
る
の
は
女
性
な

ん
で
す
ね
。
女
性
が
持
つ
聖
な
る
力
に

よ
っ
て
王
を
讃
え
、
そ
の
力
を
増
幅
さ

せ
る
。
歌
謡
と
し
て
の
『
お
も
ろ
さ
う

し
』
の
役
割
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
最
近
も
っ
と
深
い
起
源
を
知

る
お
も
し
ろ
い
発
見
が
あ
り
ま
し
て
。

N
H
K
で
動
物
言
語
学
と
い
う
立
場

か
ら
言
語
の
起
源
を
研
究
さ
れ
て
い
る

千
葉
大
学
の
岡
ノ
谷
一
夫
氏
の
番
組
を

見
た
の
で
す
が
、
そ
の
方
の
説
で
は
動

物
た
ち
も
一
定
の
決
ま
り
で
う
た
っ
て

い
る
と
言
う
の
で
す
。
岡
ノ
谷
氏
は
、

子
孫
を
残
す
た
め
の
求
愛
の
鳴
き
声
が

ひ
と
つ
の
パ
タ
ー
ン
を
も
っ
て
う
た
と

な
り
、
そ
れ
を
も
と
に
人
間
の
言
語
が

で
き
あ
が
っ
た
と
い
う
学
説
を
提
示
さ

れ
て
い
ま
す
。
う
た
の
起
源
を
探
っ
て

い
る
僕
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
は
も
う
ま

さ
に
、
う
た
の
始
ま
り
じ
ゃ
な
い
で
す

か
。
う
た
は
人
間
の
文
化
だ
か
ら
人
類

以
前
に
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
し
た
が
、
動
物
の
世
界
で
も
う
た
が

あ
っ
た
と
し
た
ら
、
う
た
に
は
生
物
と

し
て
の
必
然
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
り
、
力
を
持
つ
の
は
当
然
だ
と
思
う

ん
で
す
よ
ね
。
そ
ん
な
考
え
を
今
度
自

分
な
り
に
ま
と
め
て
み
た
い
な
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　

い
ま
、
ボ
ー
カ
ロ
イ
ド
（
ヤ
マ
ハ
が

作
っ
た
音
声
合
成
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
／

V
O
C
A
L
O
I
D
。
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
上
で
音
符
と
歌
詞
を
入
力
す
る
こ

と
で
サ
ン
プ
リ
ン
グ
さ
れ
た
人
の
声

を
元
に
し
た
歌
声
を
合
成
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
代
表
的
な
歌
い

手
が
初
音
ミ
ク
。）
に
よ
っ
て
う
た

わ
さ
れ
た
う
た
が
ニ
コ
ニ
コ
動
画
、

Y
o
u
T
u
b
e
な
ど
に
ア
ッ
プ
さ

れ
て
学
生
を
中
心
に
爆
発
的
に
人
気
を

得
て
い
る
ん
で
す
よ
。
な
ん
で
あ
ん
な

不
思
議
な
う
た
が
人
気
を
得
る
の
か
、

僕
な
ん
か
に
は
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い

ん
で
す
け
ど
（
笑
）。
で
も
こ
れ
も
ひ

と
つ
の
う
た
だ
と
い
う
こ
と
に
は
と
て

も
関
心
が
あ
る
ん
で
す
。
ボ
ー
カ
ロ
イ

ド
を
テ
ー
マ
に
論
文
を
書
い
た
学
生
が

い
る
の
で
す
が
、
そ
の
発
表
を
聞
い
て

い
る
時
に
ふ
と
、
大
き
な
ヒ
ン
ト
を
見

つ
け
た
ん
で
す
。
そ
れ
は
〝
人
間
の
声

で
は
な
い
〞
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
こ

れ
も
神
の
声
と
同
じ
く
聖
な
る
も
の
な

ん
で
す
よ
。
今
の
最
新
技
術
を
駆
使
す

れ
ば
、
お
そ
ら
く
映
像
も
も
っ
と
人
間

そ
っ
く
り
に
つ
く
れ
る
ん
で
す
。
で
も

み
ん
な
バ
ー
チ
ャ
ル
ら
し
い
初
音
ミ
ク

が
い
い
わ
け
で
す
ね
。
あ
え
て
デ
フ
ォ

ル
メ
す
る
こ
と
で
自
分
た
ち
の
世
界
と

け
で
は
息
苦
し
い
ん
で
す
よ
。

　

ボ
ー
カ
ロ
イ
ド
の
う
た
っ
て
、
ネ
ッ

ト
上
で
複
数
の
人
が
つ
く
る
も
の
で
す

か
ら
特
定
の
作
者
が
目
立
た
な
い
ん
で

す
。で
も
う
た
っ
て
い
う
の
は
本
来〝
詠

み
人
知
ら
ず
〞
な
ん
で
す
よ
。
松
任
谷

由
実
が
最
近
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
「
そ
の

う
ち
自
分
の
う
た
が
詠
み
人
知
ら
ず
と

な
っ
て
う
た
わ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
い

い
」と
い
う
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
て
、

僕
は
こ
の
人
は
な
ん
て
う
た
の
こ
と
が

よ
く
わ
か
っ
て
い
る
人
な
ん
だ
と
感
動

し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、「
こ
の
う

た
は
誰
の
う
た
だ
」
な
ん
て
言
い
出
し

た
の
は
恐
ら
く
こ
こ
1
0
0
年
く
ら

い
で
す
。
う
た
は
た
だ
う
た
が
い
い
か

末次ゼミの現場から

末次が担当する「プロジェクト演習」とい
う授業では、沖縄や奄美大島の現地を訪
れる。そこでは、下記のようないくつか
のテーマのもとにチームにわかれてシマの
人 （々講師）と交流することで、島の風
土や文化、人々の暮らしについて学ぶ。

ハブ製品制作
ハブの皮や骨を用いた工
芸品を制作する若手職人
のもとをたずね、制作体
験。若者と島の関わり方、
新しい工芸のあり方につ
いて学んだ。

大島紬を着る
奄美の伝統工芸である
「大島紬」。組合の見学や
泥染め体験、そして実際
に紬を身にまとってみた。

焼酎醸造体験
奄美の酒造に通い、黒糖
焼酎の製造工程を見学す
る。特産品の生まれた奄
美の風土と文化について
学ぶ。

三味線制作
三味線をつくる職人のも
とで、その歴史から部品
の名称、三味線の弾き方
等を教わった。また、実
際に三味線制作の体験も
行う。

シマウタを学ぶ
三味線工房の見学、シマ
ウタの師匠についてウタ
を教わった。その成果は、
島の人たちとの交流会で
披露された。

初
音
ミ
ク
は
現
代
に
お
け
る

“
聖
な
る
も
の
”
の
象
徴

視
野
が
開
か
れ
る
精
華
の
授
業

研
究
の
ヒ
ン
ト
は
学
生
た
ち
が

も
た
ら
し
て
く
れ
る
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4 年間を通じてゼミで学ぶ

大学の外で体験しながら学ぶ

テーマにあわせた 5 つのコース編成

卒業論文で 4 年間の活動を表現

人文学部カリキュラム紹介Faculty of Humanities

京都精華大学の人文学部は、「体験」「学際」「国際」の 3 つが学びのキーワード。海外をふくめた現
場におもむき体験しながら学び、いろいろな学問領域を融合させながら多様な観点から問題を考えられ
ることをめざしてカリキュラムが組み立てられています。幅広い教養をそなえ、実践的な行動力とコミュ
ニケーション力をもった人間を育成します。

1年次の初年次演習から 2、3年次のコース演習、4年次
の卒業プロジェクトにいたるまで、人文学部では 4年間を
通じてゼミに所属して学ぶことができます。ゼミは少人数で
構成されるため、教員や学生間でのゆたかな触れ合いを基
盤として、活発なコミュニケーションが展開され、批判力や
論理力が高められます。

大学を離れ現場に足を運んで調査研究を行う、フィールド
ワーク。人文学部では日常の授業でもフィールドワークの
手法を多くとり入れていますが、3年次の前期には半年間
がまるまるフィールドワークにあてられます（※ 2014年度
入学生より）。他にはない長期フィールドワークでは、人生
のなかでも貴重な体験を得るはずです。

1年次で学部の全体像を把握したうえで自分のテーマをし
ぼりこみ、2年次からは「現代文化表現」「国際コミュニケー
ション」「日本・アジア文化」「環境未来」「現代社会と人間」
の 5つのコースに分かれてより専門性を深めます。自コース
の科目を中心にしながらも、他コースの科目も履修するこ
とができるので、幅広い学びが可能になっています。

4年次には 4年間の学びを卒業論文というかたちでまとめ
ます。人文学部では文献研究以外の多様な学びのスタイル
をとり入れているため、論文とあわせて映像作品、パフォー
マンスなど実践的な知をかたちにした卒業制作にも取り組
めます。実際に創作にたずさわることで思考が深まり、論
文をゆたかにすることができます。

特集
02 2012年度京都精華大学 卒業・修了制作展レポート

2013年 2月 20～ 24日の 4日間、「2012年度京都精華大学 卒業・修了制作展」が行われた。

会場は、京都市美術館と京都国際マンガミュージアム。

600点を越える個性豊かな作品が会場を飾った。

4年間自分と向き合い、社会との接点をたぐりよせながら、制作に取り組んできた学生たち。

そこには、等身大の自分なりのこたえが形となって現れていた。

2012年度京都精華大学 
卒業・修了制作展をたどる。
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京
都
国
際
マ
ン
ガ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

1月下旬から見てまわった各校卒業展の中で、京都精華大学展がもっとも感動的だった。学生たちが自信をもって社会へ出ていけるよう、愛情深く後押ししている
展覧会だったのだ。主役である学生や作品は、彼らの未来の、潜在的なサポーターに必ず届くだろうと感じた。学生たちの顔にも達成感が溢れていた。制作指導
をされた教員の方々はもとより、展覧会運営の実務に携わった人々が、現代社会と芸術大学の課題を真摯にとらえてこられた成果であると思う。展示計画、広報活動、
シャトルバス運行などに、地道なリサーチの蓄積が見えるのである。欲を言えば、精華大学特製ペーパーホルダーを配布していただけると、各会場で集めた目録や
名刺やプログラムを保存しておけるのでありがたい。コース毎に発行される印刷物の形態が統一されるともっと嬉しい。ギャラリストとして、卒業・修了展という大き
なエネルギーの塊の一端でも引き受けることができたら本望だ。学生には、ギャラリー間の新人争奪戦に巻き込まれることなく、可能性をのびのびと伸ばしていただ
きたいと思う。私は卒業・修了作品１点で答を出しません（笑）、3 年待ちますからそのとき互いに頑張っていたら一緒に仕事しましょう。

松尾 惠（ギャラリスト／MATSUO MEGUMI +VOICE GALLERY pfs/w代表

卒業・修了制作展をふくむ精華生の展覧会を総じて「セイカウィーク 2013」と名づけ、京都市内の各ギャ
ラリーが精華でうめつくされた。元・立誠小学校では芸術学部の映像コースと立体造形コースが小学校や
教室を活かした作品展示「時空空間」「S」を行い、ギャラリー 16では、洋画コース・大学院芸術研究科
（洋画領域）の在学生・卒業生による作品展「科学のあとに詩をかくこと」を開催。そのほか、COCON 

KARASUMAにあるサテライトスペース kara-Sでは学生作品の販売などが行われた。

COLUMN0 2 COLUMN01 京都を拠点に作家支援を行うギャラリストにきく「セイカウィーク 2013」も同時開催

京
都
市
美
術
館 

本
館
・
別
館

マンガ学部 、マンガ研究科の卒業・修了制作展が行われた。
教員によるトークイベントや大学院生による研究論文発表、学生による USTREAM 配信なども。
4 日間で 7940 人が来場した。

芸術学部、デザイン学部、芸術研究科、デザイン研究科の卒業・修了制作展が行われた。
公開プレゼンテーションや合評会なども開催され、約 1万人が来場した。

マンガ学部卒業制作サイトでは、2009年度から今年度まで卒業制作作品を閲覧できる。
 http://www.seika-mangaworks.jp/
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芸
術
研
究
科
博
士
前
期
課
程
２
年
生
の
笠

原
美
希
さ
ん
が
、
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
で
開

催
さ
れ
る
「
シ
ャ
ー
ジ
ャ
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ

11
」
に
参
加
す
る
。

 

第
11
回
目
と
な
る
シ
ャ
ー
ジ
ャ
・
ビ
エ
ン

ナ
ー
レ
は
、 

東
京
都
現
代
美
術
館
の
チ
ー
フ

キ
ュ
レ
ー
タ
ー
、
長
谷
川
祐
子
氏
が
キ
ュ

レ
ー
タ
ー
を
務
め
る
。
イ
ス
ラ
ム
式
建
築
に

お
い
て
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
空
間
で
あ
り
な

が
ら
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
場
所
と
し
て
も
機
能

す
る
「
中
庭（courtyard

）」
を
テ
ー
マ
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
人
が
行
き
交
う
新
た
な
文
化
の

ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
を
作
り
出
す
こ
と
を
コ
ン

セ
プ
ト
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。

　

世
界
的
に
活
躍
す
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
名

を
連
ね
る
中
、
若
い
才
能
を
期
待
さ
れ
た
笠

原
さ
ん
が
招
待
さ
れ
た
こ
と
は
大
変
名
誉
な

こ
と
で
あ
る
。

「
シ
ャ
ー
ジ
ャ
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
11

（Sharjah Biennial 11

）」

会
期
： 

3
月
13
日
〜
5
月
13
日

会
場
： 

ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ヘ
リ
テ
ー
ジ
・

エ
リ
ア
／
シ
ャ
ー
ジ
ャ
／
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦

（Arts and Heritage Area

／Sharjah

／UAE

）

主
催
： 

シ
ャ
ー
ジ
ャ
芸
術
財
団
（Sharjah 

Art Foundation

）

キ
ュ
レ
ー
タ
ー
： 

長
谷
川
祐
子
（
東
京
都

現
代
美
術
館
チ
ー
フ
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
）

大
学
院
芸
術
研
究
科
生
が

「
シ
ャ
ー
ジ
ャ
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ

11
」
に
参
加

岡
本
清
一
記
念
講
座
に
て
、

高
橋
源
一
郎
氏
と
古
市
憲
寿
氏
の

対
談
を
開
催

「
セ
イ
カ
フ
ァ
ン
ク
ラ
ブ
」
発
足

教
員
の
活
躍

01

03

02

06

　

京
都
精
華
大
学
の
文
化
・
芸
術
教
育
な
ど

の
取
り
組
み
を
支
援
す
る
「
セ
イ
カ
フ
ァ
ン

ク
ラ
ブ
」
が
発
足
し
た
。

　

会
員
に
な
る
と
京
都
精
華
大
学
が
開
催
す

る
講
演
会
や
イ
ベ
ン
ト
な
ど
の
情
報
が
得
ら

れ
る
ほ
か
、
会
員
限
定
特
典
と
し
て
公
開
講

座
ガ
ー
デ
ン
の
受
講
料
割
引
や
京
都
国
際
マ

ン
ガ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
入
館
料
割
引
、
情
報
館

の
利
用
証
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ

る
。
な
お
、
現
在
は
申
込
初
回
特
典
と
し
て

オ
ノ
ヨ
ー
コ
氏
に
よ
る
40
周
年
記
念
イ
ベ
ン

ト
を
記
録
し
た
完
全
オ
リ
ジ
ナ
ル
D
V
D

（
非
売
品
）
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
い
る
。

（
※
数
に
限
り
が
あ
る
た
め
在
庫
が
無
く
な

り
次
第
終
了
）

　

著
作
を
は
じ
め
、
展
覧
会
、
作
品
発
表
な

ど
、
京
都
精
華
大
学
の
教
員
の
活
躍
を
紹
介

す
る
。

◎
著
作
（
2
0
1
2
年
11
月
〜
2
0
1
3

年
2
月
発
行
）

﹃
日
本
の
文
字 

︱
﹁
無
声
の
思
考
﹂
の
封

印
を
解
く
﹄

石
川
九
楊
（
ビ
ジ
ュ
ア
ル
デ
ザ
イ
ン
学
科
教

員
／
書
家
）
／
筑
摩
書
房

　

漢
字
、
ひ
ら
が
な
、
カ
タ
カ
ナ
、
三
種
類

の
文
字
を
も
つ
日
本
語
。
こ
れ
は
ど
こ
に
由

来
し
、
日
本
人
の
内
面
に
何
を
も
た
ら
し
た

の
か
。
日
本
文
化
の
不
思
議
さ
を
さ
ぐ
り
、

日
本
と
は
何
か
と
い
う
問
い
の
核
心
に
迫

る
。

　

昨
年
11
月
21
日
に
ア
セ
ン
ブ
リ
ー
ア
ワ
ー

講
演
会
の
特
別
編
と
し
て
、
映
画
上
映
会
と

ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
形
式
の
「
シ
ア
タ
ー
ア
セ

　
「
京
都
お
ば
け
祭
」
が
2
月
1
〜
4
日
ま

で
京
都
府
内
各
所
で
催
さ
れ
た
。
同
祭
は
非

エ
ル
メ
ス
製
作
ド
キ
ュ
メ
ン
タ

リ
ー
『
ハ
ー
ト
＆
ク
ラ
フ
ト
』
上

映
会
＋
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
を
開
催

「
京
都
お
ば
け
祭
」
開
催

04

05

NEWS

NEWS 大学ニュース

　

京
都
精
華
大
学
・
初
代
学
長
の
岡
本
清
一

氏
が
掲
げ
た
建
学
の
理
念
を
検
証
す
る
こ
と

を
目
的
に
、
日
本
と
世
界
を
考
え
る
講
演
会

「
岡
本
清
一
記
念
講
座
」
が
2
0
0
8
年
よ

り
開
催
さ
れ
て
い
る
。

　

今
年
は
大
学
の
礎
で
あ
る
「
自
由
自
治
」

の
精
神
に
基
づ
き
、「
現
代
に
お
け
る
『
自

由
』
と
は
な
に
か
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
対
談

が
行
わ
れ
た
。
対
談
者
は
小
説
家
で
あ
る
高

橋
源
一
郎
氏
と
、
若
手
の
社
会
学
者
と
し
て

注
目
を
浴
び
る
古
市
憲
寿
氏
。
高
橋
氏
は
学

http://www.sharjahart.org

セイカファンクラブ

出
展
作
家
： 

笠
原
美
希
（
大
学
院
芸
術
研

究
科
博
士
前
期
課
程 

2
年
生
）、
オ
ノ
セ
イ

ゲ
ン + 

坂
本
龍
一 + 

高
谷
史
郎
、
中
谷
芙

二
子 + 

高
谷
史
郎
、井
上
有
一
、島
袋
道
浩
、

占
部
史
人
、
ほ
か

ン
ブ
リ
ー
」
を
開
催
し
た
。

　

前
半
は
エ
ル
メ
ス
の
製
品
制
作
に
携
わ
る

職
人
た
ち
を
追
っ
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映

画
『
ハ
ー
ト
＆
ク
ラ
フ
ト
』
を
上
映
。
後
半

で
は
、
エ
ル
メ
ス
ジ
ャ
ポ
ン
代
表
取
締
役
社

長
の
有
賀
昌
男
氏
と
、
エ
ル
メ
ス
の
社
史
を

マ
ン
ガ
『
エ
ル
メ
ス
の
道
』
で
描
い
た
マ
ン

ガ
学
部
ス
ト
ー
リ
ー
マ
ン
ガ
コ
ー
ス
・
竹
宮

恵
子
先
生
に
よ
る
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
を
開

催
。
イ
ベ
ン
ト
参
加
者
は
エ
ル
メ
ス
を
支
え

る
職
人
の
精
神
性
や
意
識
の
高
さ
に
驚
い
た

様
子
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
有
賀
氏
と
竹
宮
先

生
に
よ
る
『
エ
ル
メ
ス
の
道
』
制
作
秘
話
な

ど
に
熱
心
に
耳
を
傾
け
て
い
た
。

日
常
の
身
な
り
や
髪
型
で
厄
を
は
ら
う
京
の

伝
統
行
事
「
節
分
お
ば
け
」
に
ち
な
み
、「
節

分
詣
で
と
お
ば
け
電
車
」、「
節
分
お
ば
け
と

座
敷
あ
そ
び
の
会
」
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
を
地

元
団
体
や
企
業
の
協
力
の
も
と
に
開
催
。
京

都
の
伝
統
文
化
の
継
承
に
つ
い
て
研
究
す

る
、
人
文
学
部
・
真
下
美
弥
子
先
生
と
、
研

究
室
の
学
生
が
イ
ベ
ン
ト
の
企
画
や
広
報
に

積
極
的
に
取
り
組
ん
だ
。
最
終
日
4
日
に

は
「
京
都
三
条
お
ば
け
パ
レ
ー
ド
」
が
行
わ

れ
、
三
つ
目
や
妖
怪
に
仮
装
し
た
参
加
者
約

1
1
0
人
が
商
店
街
を
踊
り
歩
き
、
祭
り

は
大
い
に
賑
わ
っ
た
。

生
運
動
ま
っ
た
だ
な
か
に
青
春
を
す
ご
し
、

現
在
は
大
学
の
教
員
と
し
て
学
生
と
接
し
て

い
る
。
一
方
、
古
市
氏
は
自
身
も
20
代
で
あ

り
な
が
ら
若
者
の
生
態
を
的
確
に
描
出
し
た

著
作
を
出
版
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場

か
ら
自
由
に
対
す
る
考
え
が
述
べ
ら
れ
、
自

由
が
死
語
と
さ
れ
る
現
代
を
ど
う
と
ら
え
る

か
、
社
会
に
対
し
て
感
じ
る
壁
の
存
在
、
若

者
の
自
分
探
し
、
不
自
由
さ
の
な
か
に
生
ま

れ
る
自
己
肯
定
な
ど
、
現
代
を
ど
う
生
き
る

べ
き
か
を
問
う
内
容
と
な
っ
た
。
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﹃The H
eart of Thom

as

﹄

︵﹃
ト
ー
マ
の
心
臓
﹄
荻
尾
望
都 

英
訳
︶

マ
ッ
ト
・
ソ
ー
ン
（
マ
ン
ガ
学
部
教
員
／
マ

ン
ガ
研
究
家
）／Fantagraphics Books

　

透
明
な
季
節
を
過
ご
す
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の

少
年
た
ち
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
愛
と
試
練
と

恩
籠
。
今
も
な
お
光
彩
を
放
ち
続
け
る
萩
尾

望
都
初
期
の
大
傑
作
を
英
訳
。

﹃
震
災
ニ
ッ
ポ
ン
は
ど
こ
へ
い
く　

東
浩

紀
対
談
集
：
ニ
コ
生
思
想
地
図
コ
ン
プ

リ
ー
ト
﹄

竹
熊
健
太
郎
（
マ
ン
ガ
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
コ
ー

ス
教
員
／
編
集
家
）
他
／
ゲ
ン
ロ
ン

　

ニ
コ
ニ
コ
生
放
送
の
人
気
番
組
「
ニ
コ
生

思
想
地
図
」
が
完
全
書
籍
化
。
ネ
ッ
ト
、
文

学
、
科
学
、
政
治
な
ど
、
各
分
野
の
最
先
端

を
行
く
14
人
の
ゲ
ス
ト
が
、
東
浩
紀
を
相
手

に
3
・
11
後
の
日
本
を
語
る
。

﹃
吉
本
隆
明
と
い
う
﹁
共
同
幻
想
﹂﹄

呉 

智
英
（
マ
ン
ガ
学
部
客
員
教
員
／
評
論

家
）
／
筑
摩
書
房

　

難
解
な
吉
本
隆
明
思
想
と
そ
の
特
異
な
読

ま
れ
方
に
つ
い
て
、
明
快
な
筆
致
で
ず
ば
り

と
論
じ
切
っ
た
、
書
き
下
ろ
し
評
論
。

﹃
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
ト
ビ
ラ
︱
音
育
・

音
楽
・
音
創
の
す
す
め
﹄

小
松
正
史
（
人
文
学
部
教
員
／
音
楽
家
・
音

風
景
研
究
家
）
／
昭
和
堂

　

音
を
き
く
こ
と
、
音
を
分
析
す
る
こ
と
、

音
を
つ
く
る
こ
と
。
音
に
気
づ
く
よ
ろ
こ
び

（
サ
ウ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
の
知
覚
）
か
ら
サ
ウ

ン
ド
ス
ケ
ー
ピ
ン
グ
（
音
風
景
を
つ
か
っ
た

具
体
的
な
行
為
）
へ
。

﹃
人
生
を
変
え
た
け
れ
ば
﹁
桜
井
章
一
﹂

を
見
よ
！
﹄

名
越
康
文
（
人
文
学
部
客
員
教
員
／
精
神
科

医
）
／
成
美
堂
出
版

　

20
年
間
無
敗
の
雀
士
と
気
鋭
の
精
神
科

医
と
い
う
異
色
コ
ン
ビ
が
贈
る
、
不
透
明
な

時
代
の
歩
き
方
指
南
書
。

◎
D
V
D
発
売

﹃
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
﹄ [B

lu-ray]

杉
井
ギ
サ
ブ
ロ
ー
（
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
学
科

教
員
／
監
督
・
脚
本
）、
前
田
庸
生
（
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
学
科
教
員
／
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ

ン
監
督
）
バ
ン
ダ
イ
ビ
ジ
ュ
ア
ル

　

昨
年
劇
場
公
開
さ
れ
た
宮
沢
賢
治
原
作

の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
『
グ
ス
コ
ー
ブ
ド

リ
の
伝
記
』
が
D
V
D
化
。

「
文
化
庁
メ
デ
ィ
ア
芸
術
祭
」
に
お

い
て
大
学
院
美
術
研
究
科
修
了
生
、

教
員
が
受
賞

デ
ジ
タ
ル
ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
コ
ー

ス
学
生
が
「
H
T
M
L
5
ゲ
ー
ム

コ
ン
テ
ス
ト 

f
o
r 

ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
」
ベ
ス
ト
ゲ
ー
ム
賞
を
受
賞

07

09

　
「
第
16
回
文
化
庁
メ
デ
ィ
ア
芸
術
祭
」
に

お
い
て
、
大
学
院
美
術
研
究
科
修
了
生
の 

前
田
真
二
郎
さ
ん
（SO

L C
H

O
RD

）
の

作
品
『B

ETW
EEN

 YESTER
D

AY & 
TO

M
M

RO
W

』
が
ア
ー
ト
部
門
優
秀
賞
を

受
賞
、
マ
ン
ガ
学
部
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
コ
ー

ス
・
杉
井
ギ
サ
ブ
ロ
ー
先
生
監
督
作
品
『
グ

ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
』
が
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ

ン
部
門
優
秀
賞
を
受
賞
し
た
。 

ま
た
、
マ

ン
ガ
学
部
ス
ト
ー
リ
ー
マ
ン
ガ
コ
ー
ス
・
さ

そ
う
あ
き
ら
先
生
の
作
品
『
ミ
ュ
ジ
コ
フ
ィ

リ
ア
』
が
マ
ン
ガ
部
門
審
査
委
員
会
推
薦
作

品
に
選
出
さ
れ
た
。

　

同
芸
術
祭
は
ア
ー
ト
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン

メ
ン
ト
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
、
マ
ン
ガ
の
4

部
門
に
お
い
て
す
ぐ
れ
た
作
品
を
顕
彰
す
る

と
と
も
に
、
受
賞
作
品
の
鑑
賞
機
会
を
提
供

す
る
メ
デ
ィ
ア
芸
術
の
総
合
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
。
本
学
マ
ン
ガ
学
部
教
員
の
竹
宮
惠
子
先

生
（
マ
ン
ガ
部
門
）、
デ
ザ
イ
ン
学
部
客
員

教
員
の
伊
藤
ガ
ビ
ン
先
生
（
エ
ン
タ
ー
テ
イ

ン
メ
ン
ト
部
門
）
ら
が
審
査
員
を
務
め
た
。

　

受
賞
作
品
は
2
月
に
国
立
新
美
術
館
（
東

京
・
六
本
木
）
を
メ
イ
ン
会
場
に
展
示
・
紹

介
さ
れ
た
。

芸
術
研
究
科
生
が
「
第
19
回
松
柏
美

術
館
花
鳥
画
展
」
大
賞
を
受
賞

版
画
コ
ー
ス
４
年
生
が
「
全
国
大
学

版
画
展
」
収
蔵
賞
を
受
賞

グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
コ
ー
ス

３
年
生
が
「
京
都
広
告
賞
」
学
生
グ

ラ
ン
プ
リ
賞
を
受
賞

08

1011

　

芸
術
研
究
科
修
士
課
程
1
年
生
の
田
中
翔

子
さ
ん
の
作
品
「En autom

ne

（
ア
ン 

ノ

ト
ン
）」が「
第
19
回
松
柏
美
術
館
花
鳥
画
展
」

に
お
い
て
大
賞
を
受
賞
し
た
。

　

同
展
は
花
鳥
画
の
真
に
あ
る
べ
き
姿
を
考

え
、
模
索
す
る
50
歳
以
下
の
若
い
作
家
の
育

成
と
伸
長
を
目
的
と
し
て
開
催
。
全
国
公
募

に
よ
り
集
ま
っ
た
77
点
の
日
本
画
作
品
の
中

か
ら
入
選
作
品
25
点
が
選
ば
れ
た
。

　

｢

第
37
回
全
国
大
学
版
画
展｣

に
お
い
て
、

版
画
コ
ー
ス
4
年
の
ニ
エ
ト
・
ア
ル
ベ
ル
ト

さ
ん
と
平
田
彩
乃
さ
ん
が
、
町
田
市
立
国
際

版
画
美
術
館
収
蔵
賞
を
受
賞
し
た
。

　

デ
ザ
イ
ン
学
部
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン

コ
ー
ス
3
年
生
の
西
川
奈
央
さ
ん
と
浅
田
麻

弥
さ
ん
が
「
第
22
回
京
都
広
告
賞
」
に
お
い

て
学
生
グ
ラ
ン
プ
リ
賞
を
受
賞
し
た
。
同
賞

は
、
若
い
ク
リ
エ
イ
タ
ー
の
育
成
と
ク
リ
エ

イ
テ
ィ
ブ
能
力
の
向
上
、
広
告
活
動
の
啓
蒙

及
び
広
告
文
化
へ
の
寄
与
を
目
的
に
、
京
都

広
告
業
協
会
が
開
催
。
入
賞
作
品
は
昨
年
11

月
に
京
都
市
内
の
会
場
に
て
展
示
さ
れ
た
。

　

4G
am

er.net

×
ア
プ
リ
ア
ン
ド
レ

ビ
ュ
ーPresents

「　
　
　
　
　
　

ゲ
ー

ム
コ
ン
テ
ス
ト 　
　
　

 

ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
」
に
お
い
て
、
デ
ザ
イ
ン
学
部
デ
ジ
タ
ル

ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
コ
ー
ス
の
学
生
が
「
ベ
ス

ト
ゲ
ー
ム
賞
」と「
ア
プ
リ
ア
ン
ド
レ
ビ
ュ
ー

賞
」
を
受
賞
し
た
。
同
コ
ン
テ
ス
ト
は
学
生

を
対
象
と
し
た
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
用
ゲ
ー

ム
ア
プ
リ
の
コ
ン
テ
ス
ト
。
企
画
書
に
よ
る

一
次
審
査
と
、
実
際
に
開
発
し
た
ゲ
ー
ム
に

よ
る
実
装
力
・
デ
ザ
イ
ン
・
操
作
性
を
み
る

二
次
審
査
を
経
て
受
賞
作
品
が
選
ば
れ
た
。

【
ベ
ス
ト
ゲ
ー
ム
賞
】

 

《M
IRRO

LE

（
ミ
ラ
ル
）》

蚊
野
佳
美
、
高
阪
沙
織
、
西 

仁
美
、
ポ
ー

ル
セ
ン
・
ビ
ッ
ダ
、
熊
倉
梨
恵
、
作 

美
幸

（
デ
ザ
イ
ン
学
部
デ
ジ
タ
ル
ク
リ
エ
イ
シ
ョ

ン
コ
ー
ス
3
年
生
）

 【
ア
プ
リ
ア
ン
ド
レ
ビ
ュ
ー
賞
】

﹃
可
笑
し
な
ヘ
ン
タ
イ
図
鑑
﹄

イ
ラ
ス
ト
：
タ
ナ
カ
カ
ツ
キ
（
デ
ザ
イ
ン
学

部
客
員
教
員
／
マ
ン
ガ
家
）
／
宝
島
社

　

お
も
し
ろ
く
も
悲
し
い
ヘ
ン
タ
イ
さ
ん
た

ち
を
イ
ラ
ス
ト
と
と
も
に
紹
介
し
た
一
冊
。

﹃
京
都
遊
び 

三
十
三
景
﹄

山
本
容
子
（
ビ
ジ
ュ
ア
ル
デ
ザ
イ
ン
学
科
客

員
教
員
／
銅
版
画
家
）
／
朝
日
新
聞
出
版

　

大
学
時
代
を
過
ご
し
た
思
い
出
の
街
で
あ

る
京
都
の
名
所
、
四
条
・
寺
町
界
隈
か
ら
六

波
羅
、
叡
山
電
鉄
沿
線
ま
で
を
銅
版
画
と

エ
ッ
セ
イ
で
紹
介
。

﹃
山
本
容
子
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
図
鑑

1
0
0
と
19
の
ポ
ー
ト
レ
イ
ト
﹄

山
本
容
子
（
ビ
ジ
ュ
ア
ル
デ
ザ
イ
ン
学
科
客

員
教
員
／
銅
版
画
家
）
／
文
藝
春
秋

　

作
者
が
偏
愛
す
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
描
い

た
版
画
と
、
絵
画
制
作
を
通
じ
て
彼
ら
と
対

話
す
る
こ
と
で
浮
か
ん
だ
短
い
文
章
を
集
め

た
、
オ
ー
ル
カ
ラ
ー
豪
華
本
。

﹃
ミ
ュ
ジ
コ
フ
ィ
リ
ア
﹄
５
巻

さ
そ
う
あ
き
ら
（
マ
ン
ガ
学
部
教
員
／
マ
ン

ガ
家
）
／
双
葉
社

　

幼
い
頃
、
自
分
か
ら
ピ
ア
ノ
を
奪
っ
た
義

兄
・
大
成
、
遠
く
離
れ
た
東
京
で
シ
ン
ガ
ー

と
し
て
歩
み
始
め
た
恋
人
・
凪
。
主
人
公
・

朔
に
待
ち
受
け
る
未
来
と
は
!? 

音
楽
中
毒

者
た
ち
が
奏
で
る
青
春
協
奏
曲
が
つ
い
に

フ
ィ
ナ
ー
レ
を
迎
え
る
。

 

《The SW
EETURN

》

亀
井
彩
代
、
松
阪
実
幸
、
中
尾
信
吾
、
鍋
田 

悟
（
デ
ザ
イ
ン
学
部
デ
ジ
タ
ル
ク
リ
エ
イ

シ
ョ
ン
コ
ー
ス
3
年
生
） 

「En automne」田中翔子

H
T
M
L
5

f
o
r
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14　

マ
ン
ガ
学
部
ス
ト
ー
リ
ー
マ
ン
ガ
コ
ー
ス

卒
業
生
の
本
田
創
さ
ん
の
作
品
「
サ
ン
ラ

イ
ズ
」
が
「
ち
ば
て
つ
や
賞 

ヤ
ン
グ
部
門
」

で
準
大
賞
を
受
賞
し
、
講
談
社
『
ヤ
ン
グ
マ

ガ
ジ
ン
』
50
号
に
掲
載
さ
れ
た
。
ま
た
同
賞

に
お
い
て
、
同
コ
ー
ス
卒
業
生
の
矢
田
恵
梨

子
さ
ん
の
作
品
「
青
空
ピ
ア
ニ
キ
ス
ト
」
が

優
秀
新
人
賞
を
受
賞
し
た
。

卒
業
生
が
「
ち
ば
て
つ
や
賞 

ヤ
ン

グ
部
門
」
準
大
賞
受
賞

（
芸
術
学
部
テ
キ
ス
タ
イ
ル
コ
ー
ス
研
究
生
）

藤
野
裕
美
子

（
芸
術
研
究
科 

博
士
前
期
課
程 

2
年
生
） 

玉
井
佐
知

（
芸
術
研
究
科 

博
士
前
期
課
程 

修
了
）

【
選
抜
部
門 

出
品
作
家
】 

山
本
哲
也
（
美
術
学
部
陶
芸
専
攻
卒
業
） 

阿
部
大
介
（
美
術
学
部
版
画
専
攻
卒
業
）

芳
木
麻
里
絵
（
美
術
学
部
版
画
専
攻
卒
業
）

平
野
知
映

（
芸
術
研
究
科 

博
士
前
期
課
程 

修
了
）

眞
鍋
享
子

（
芸
術
研
究
科 

博
士
前
期
課
程 

修
了
）

テ
キ
ス
タ
イ
ル
コ
ー
ス
、
デ
ジ
タ
ル

ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
コ
ー
ス
の
学
生

が
「
T
H
E 

C
O
M
P
E
―
き
も

の
と
帯
―
」
で
入
賞

13　

京
都
市
内
の
学
生
を
対
象
と
し
た
デ
ザ
イ

ン
コ
ン
ペ
「
T
H
E 

C
O
M
P
E 

―
き
も

の
と
帯
―
」
に
お
い
て
、
芸
術
学
部
テ
キ
ス

タ
イ
ル
コ
ー
ス
３
年
生
の
畑
本
千
波
さ
ん
と

デ
ザ
イ
ン
学
部
デ
ジ
タ
ル
ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン

コ
ー
ス
3
年
生
の
西
野
早
紀
さ
ん
が
入
賞
、

そ
の
ほ
か
在
学
生
・
研
究
生
3
名
が
入
選
し

た
。

【
京
都
商
工
会
議
所
会
頭
賞
】

「Rock clim
ber

」

畑
本
千
波

（
芸
術
学
部
テ
キ
ス
タ
イ
ル
コ
ー
ス
３
年
生
）

【
京
友
禅
協
同
組
合
連
合
会
理
事
長
賞
】

「
夜
空
」

西
野
早
紀
（
デ
ザ
イ
ン
学
部
デ
ジ
タ
ル
ク
リ

エ
イ
シ
ョ
ン
コ
ー
ス
３
年
生
）

【
入
選
】

「
鱗 

―
ナ
ポ
レ
オ
ン
フ
ィ
ッ
シ
ュ
―
」

畑
本
千
波

（
芸
術
学
部
テ
キ
ス
タ
イ
ル
コ
ー
ス
３
年
生
）

「
蓮
雅
」

泉 

末
帆
（
デ
ザ
イ
ン
学
部
デ
ジ
タ
ル
ク
リ

エ
イ
シ
ョ
ン
コ
ー
ス
3
年
生
）

「
涙
を
纏
う
」

秦 

愛
美
（
芸
術
学
部
テ
キ
ス
タ
イ
ル
コ
ー

ス
研
究
生
）

在
学
生
・
卒
業
生
が
「
２
０
１
３
京

都
美
術
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
」
で
入
賞
・

入
選

12　
「
京
都
府
美
術
工
芸
新
鋭
展 

2
0
1
3

京
都
美
術
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
」
公
募
部
門
に
お

い
て
、
芸
術
学
部
テ
キ
ス
タ
イ
ル
コ
ー
ス
卒

業
生
の
米
田
知
世
さ
ん
が
N
H
K
京
都
放

送
局
長
賞
を
受
賞
、
そ
の
ほ
か
芸
術
学
部
お

よ
び
大
学
院
芸
術
研
究
科
の
在
学
生
・
卒
業

生
ら
が
多
数
入
選
し
た
。

　

同
展
は
、
若
手
芸
術
家
の
活
躍
の
機
会
を

提
供
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
才
能
の
発
掘
と

育
成
を
図
り
、
京
都
に
お
け
る
文
化
芸
術
の

振
興
を
目
的
と
し
て
開
催
。
全
国
公
募
に
よ

り
約
30
点
の
作
品
が
選
出
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
京
都
の
新
鋭
作
家
を
紹
介
す
る
選

抜
部
門
に
お
い
て
も
、
本
学
卒
業
生
５
名
が

選
抜
さ
れ
出
品
し
た
。

【
公
募
部
門 

N
H
K
京
都
放
送
局
長
賞
】

米
田
知
世

（
芸
術
学
部
テ
キ
ス
タ
イ
ル
コ
ー
ス
卒
業
）

【
公
募
部
門 

入
選
】

木
村
桃
子

（
芸
術
学
部
テ
キ
ス
タ
イ
ル
コ
ー
ス
3
年
生
） 

中
野 

茜

（
芸
術
学
部
立
体
造
形
コ
ー
ス
4
年
生
）

岡
本
里
栄

（
芸
術
研
究
科 

博
士
前
期
課
程
1
年
生
）

中
嶋
悠
輔

（
芸
術
研
究
科 

博
士
前
期
課
程
1
年
生
）

秦 

愛
美
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ア
フ
リ
カ
の
マ
リ
共
和
国
に
生
ま
れ
た
、

ウ
ス
ビ
・
サ
コ
先
生
。
建
築
を
学
ぶ
た
め

1
9
9
1
年
に
来
日
。
個
人
が
場
所
を
占

有
す
る
感
覚
の
ち
が
い
に
マ
リ
と
日
本
の
文

化
性
を
発
見
し
、
居
住
空
間
と
人
と
の
関
わ

り
に
つ
い
て
研
究
を
重
ね
て
い
る
。

　

そ
ん
な
サ
コ
先
生
の
ゼ
ミ
で
は
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
と
人
の
関
わ
り
を
テ
ー
マ
に
文
献
研

究
、
現
地
調
査
を
行
う
。
ア
グ
レ
ッ
シ
ブ
に

現
地
に
飛
び
込
む
の
が
特
徴
だ
。

　
「
カ
フ
ェ
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
年
は
、
毎

週
異
な
る
カ
フ
ェ
で
ゼ
ミ
を
行
っ
た
。
今
年

度
は
「
再
生
」
を
テ
ー
マ
に
、リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
し
た
町
家
カ
フ
ェ
や
村
お
こ
し
に
取
り
組

む
地
域
、瀬
戸
内
の
ア
ー
ト
の
島
々
を
訪
れ
、

再
生
は
ほ
ん
と
う
に
必
要
か
を
検
証
し
た
。

研
究
対
象
と
な
る
空
間
に
身
を
置
き
、
空
間

と
そ
こ
に
関
わ
る
人
を
観
察
、
聞
き
取
り
調

査
を
行
っ
て
い
る
。

　
「
学
生
に
考
え
さ
せ
る
出
発
点
は
、
自
分

が
い
ま
い
る
空
間
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
」
と

サ
コ
先
生
。
こ
の
出
発
点
づ
く
り
が
、
サ
コ

先
生
の
役
目
と
い
う
わ
け
だ
。
現
地
で
自
分

と
の
接
点
を
見
つ
け
た
学
生
た
ち
は
、
お
も

し
ろ
さ
に
気
付
い
て
い
く
。
な
ぜ
み
ん
な
カ

フ
ェ
に
来
て
い
る
ん
だ
ろ
う
。
こ
の
村
の
人

は
、
ア
ー
ト
事
業
に
賛
同
し
て
い
る
の
か

…
。
こ
う
し
た
問
い
と
発
見
の
連
鎖
が
起
こ

る
と
ゼ
ミ
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
は
盛
り
上

が
る
。
問
い
の
答
え
を
探
ろ
う
と
、
ゼ
ミ
が

終
わ
っ
た
あ
と
も
、
L
I
N
E
を
用
い
て

学
生
だ
け
で
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
続
き
を

し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。

　
「
普
段
の
生
活
の
な
か
に
は
、
意
識
す
る

と
文
化
が
見
え
る
〝
宝
物
〞
が
い
っ
ぱ
い
あ

る
。
そ
れ
に
気
付
い
て
ほ
し
い
」。

　

宝
物
の
存
在
に
気
付
い
た
ゼ
ミ
生
は
、
ト

イ
レ
を
最
高
の
個
人
空
間
と
捉
え
て
研
究
し

た
り
、
地
元
の
人
が
賛
同
で
き
る
地
域
活
性

化
の
ア
イ
デ
ア
を
提
案
し
た
り
と
、
独
自
の

視
点
で
卒
業
論
文
を
書
き
上
げ
た
。

僕
は
、
一
方
の
視
点
か
ら
書
い
た

も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
の
反
対
側
か

ら
見
た
本
も
読
む
。
そ
ん
な
読
書

歴
で
す
ね
。
歴
史
や
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
人

間
の
意
見
を
知
る
こ
と
で
、
自
分
の
立
ち
位

置
が
う
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
こ
そ
が

本
の
魅
力
だ
と
思
い
ま
す
。

　

最
近
読
ん
だ
『
天
皇
と
東
大
』
は
、
維
新

の
時
代
を
描
い
た
本
の
な
か
で
も
特
別
に
お

も
し
ろ
い
。
東
京
帝
国
大
学
は
明
治
10
年
に

誕
生
し
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
と
天
皇
を
支

え
る
仕
官
を
育
成
す
る
場
所
で
し
た
。
そ
の

内
部
で
は
、
教
員
ら
の
主
義
・
思
想
の
闘
争

が
あ
り
、
そ
れ
が
日
本
の
行
く
末
を
決
定
す

る
出
来
事
に
変
わ
る
様
が
膨
大
な
資
料
を
も

と
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
東
大
か
ら
み
た
近

代
史
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い
く
ん
で
す
。

ま
た
、
舞
台
が
大
学
と
い
う
点
も
興
味
を
ひ

き
つ
け
ら
れ
た
理
由
で
す
ね
。
外
部
か
ら
の

『天皇と東大』Ⅰ～ IV
立花 隆（文春文庫）

『旅する巨人
―宮本常一と渋沢敬三』
佐野眞一（文春文庫）

『イスラームから見た「世界史」』
タミム・アンサーリー
（紀伊國屋書店）

日本近現代史の最大の役者
は天皇であり、中心舞台は東
大だった。明治・大正・昭和
を画期的な視点で解読する畢
生の大作。

日本列島を隅から隅まで旅し
た民俗学者・宮本と、彼を
パトロンとして支え続けた財
界人・渋沢。ふたりの交流と
宮本の輝かしい業績に改め
て光を当てた。

西洋版の世界史の後景に追
いやられてきたムスリムたち
が自ら語り伝えてきた歴史
を紐解く。もうひとつの「世
界史」。

Cyclopedia Laboratory

Book Review

デザイン学部・井上斌策先生が選ぶ
「通説の対極から世界を知る」本

Oussouby SACKO ウスビ・サコ

井上斌策

人文学部教員。マリ出身。京都大学大
学院にて建築学を専攻。居住空間にお
ける人間の行動を調査、専門とする。
2013年 4月より人文学部長に就任予定。

デザイン学部プロダクトコミュ
ニケーションコース教員。プ
ロダクトデザイナー。大手弱
電 AV機器、自転車、魔法瓶、
コンピュータ器機、ステーショ
ナリーなど幅広い分野で国内
外のグッドデザイン受賞多数。

揶
揄
を
も
ろ
と
も
せ
ず
、
主
張
を
貫
い
た
学

長
や
学
者
が
い
た
。
国
家
や
社
会
に
対
し
て

い
い
・
わ
る
い
で
は
な
く
、
左
翼
も
右
翼
も

意
見
を
言
え
る
場
は
、
大
学
し
か
な
い
。
大

学
と
は
ど
う
い
う
場
所
か
、
教
職
と
は
ど
う

あ
る
べ
き
か
。
大
学
に
身
を
置
く
人
間
と
し

て
学
ぶ
こ
と
が
大
き
か
っ
た
で
す
ね
。
自
分

で
は
持
ち
得
な
い
、
時
代
に
流
さ
れ
な
い

根
性
や
意
志
を
も
っ
た
人
間
の
強
さ
を
感

じ
ま
す
。

　
『
旅
す
る
巨
人
』
は
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の

世
界
で
は
正
当
な
評
価
を
得
て
い
な
い
宮
本

常
一
の
業
績
に
光
を
当
て
た
一
冊
。
宮
本
は

自
分
の
足
で
日
本
津
々
浦
々
、
人
の
声
を
拾

い
集
め
た
民
俗
学
者
で
す
が
、
彼
に
は
パ
ト

ロ
ン
が
い
た
。
そ
れ
が
、
渋
沢
敬
三
で
す
。

日
銀
総
裁
や
大
蔵
大
臣
を
務
め
な
が
ら
も
、

経
済
の
世
界
よ
り
学
問
の
世
界
を
好
ん
だ
よ

う
で
す
。
宮
本
に
自
宅
の
一
部
を
開
放
し
、

旅
の
資
金
援
助
を
行
っ
て
い
た
。
ふ
た
り
が

生
涯
を
か
け
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の

は
、
政
治
家
や
財
閥
で
は
な
い
、
市
井
の
人

の
営
み
や
歩
み
。
そ
こ
に
日
本
人
の
歴
史
を

み
よ
う
と
し
た
の
で
す
。
と
く
に
僕
は
渋
沢

の
生
き
方
に
ひ
か
れ
、
こ
ん
な
か
っ
こ
い
い

男
が
い
た
の
か
、
と
驚
き
ま
し
た
ね
。

　

3
冊
目
の
『
イ
ス
ラ
ー
ム
か
ら
見
た
「
世

界
史
」』
も
、
世
界
の
通
説
を
変
え
た
一
冊
。

9
・
11
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
す
が
、
僕
た

ち
が
習
っ
て
き
た
西
欧
や
東
洋
の
歴
史
と
は

ま
た
別
の
角
度
か
ら
の
文
明
や
思
想
を
明
ら

か
に
し
ま
し
た
。

　

僕
は
ひ
と
つ
の
時
代
だ
け
、
あ
る
一
方
の

意
見
だ
け
を
知
っ
て
判
断
す
る
の
で
は
な

く
、
時
代
の
背
景
や
さ
ま
ざ
ま
な
見
方
や
意

見
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
も
の
を
つ
く
り

た
い
。
そ
ん
な
デ
ザ
イ
ン
へ
の
考
え
方
が
、

読
書
歴
に
も
現
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
。

セイカ事典 た行

た
タトリンのモニュメント

【たとりんのもにゅめんと】
1979 年、ウラジミール・タトリンの「第三インター
ナショナル塔（縮尺模型）」として、美術学部
の学生によって建てられたモニュメント。木野
祭期間中に建てられた。

ち
地球フォーラム【ちきゅうふぉーらむ】
2000 年 4 月 17 日、「環境と人間～新しい生き
方を求めて」というテーマで、国立京都国際
会館にて行ったシンポジウム。ダライ・ラマ 14
世を招聘し、心理学者のレオ・マトス氏、本学
教員らがパネラーとして登場した。その前日に
は、ダライ・ラマ 14 世の講演会も開催。2 日
あわせて 3400 名の定員に対して、2 万通以上
の応募があった。

つ
槌田 劭【つちだたかし】
1935 －。物理科学者。1979 年から 2001 年
まで美術学部、人文学部教員。工業文明の
犯罪性に絶望し、科学を捨て、京都大学を辞
し、本学へ赴任した。脱原発の主張、農家
と消費者をつなげる活動などを精力的に行う
姿や思想から、学生は多くのことを学んだ。

て
デザイン学部【でざいんがくぶ】
2006 年にできた学部。今春からはイラスト学
科が加わり、ビジュアルデザイン学科、プロダ
クトデザイン学科、建築学科の 4 学科（6 コー
ス編成）に。

と
トゥルクアーツアカデミー

【とぅるくあーつあかでみー】
協定校のひとつ。フィンランドにある芸術系大学。
2003 年に一般協定を締結した。ちなみに、本
学の海外協定校は現在 9 カ国、25 大学に及ぶ。

京都精華大学に関わりの深い
人、事、物を解説する。

先生の研究室、授業を訪ねて。
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10
月
６
日
︵
日
︶　

10
時
～
16
時　

相
談
会
型

　

詳
細
は
、
本
誌
「
木
野
通
信
」
や
オ
ー
プ

ン
キ
ャ
ン
パ
ス
特
設
W
e
b
サ
イ
ト
に
て

順
次
ご
案
内
し
て
い
き
ま
す
。

　

2
0
1
3
年
度
の
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ

ス
の
日
程
が
決
定
し
ま
し
た
。
先
生
と
の
個

別
相
談
を
メ
イ
ン
と
す
る
「
相
談
会
型
」
と
、

授
業
を
体
験
で
き
る
「
体
験
型
」と
の
2
タ

イ
プ
を
開
催
。
毎
回
異
な
る
メ
イ
ン
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
通
し
て
大
学
の
特
徴
を
知
っ
て
も
ら

え
る
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、各
コ
ー

ス
の
学
生
作
品
の
展
示
や
、
持
参
作
品
へ
の

ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
は
毎
回
行
い
ま
す
。

■
日
程
・
プ
ロ
グ
ラ
ム

４
月
28
日
︵
日
︶
10
時
～
16
時　

体
験
型

・
大
学
案
内
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
入
試
要
項
プ

レ
ゼ
ン
ト

・
大
学
紹
介
プ
ロ
グ
ラ
ム

・
コ
ー
ス
別　

授
業
体
験
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

・
A
O
入
試
説
明
会

・
大
学
院
1
年
生
に
よ
る
展
覧
会「
M
1
展
」

　

ほ
か

6
月
8
日
︵
土
︶・
9
日
︵
日
︶
10
時
～
16
時

体
験
型

・
キ
ャ
リ
ア
サ
ポ
ー
ト
紹
介

・
卒
業
生
に
よ
る
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト

・
コ
ー
ス
別　

授
業
体
験
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

・
コ
ー
ス
別　

A
O
入
試
対
策
プ
ロ
グ
ラ
ム

　
ほ
か

7
月
27
日
︵
土
︶・
28
日
︵
日
︶　

10
時
～
16

時　

体
験
型　

京都精華大学が行う
受験生・高校生向けイベントや

入試情報を紹介します。

精華で学びたい方へ
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受
験
生
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル　

0120-075017
nyushi@

kyoto-seika.ac.jp

2
0
1
3
年
度
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン

パ
ス
の
日
程
が
決
定

Information

　

2
0
1
4
年
度
大
学
案
内
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
、
入
学
試
験
要
項
は
、
４
月
下
旬
に
発

行
し
ま
す
。
4
月
28
日
の
オ
ー
プ
ン
キ
ャ

ン
パ
ス
参
加
者
に
は
、
い
ち
早
く
お
渡
し

し
ま
す
。

　

発
送
は
5
月
下
旬
よ
り
随
時
行
い
ま
す

の
で
、
左
記
連
絡
先
か
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
よ

り
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

2
0
1
4
年
度
大
学
案
内
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
、
入
学
試
験
要
項
は
４
月

下
旬
に
発
行

◎
ギ
ャ
ラ
リ
ー
フ
ロ
ー
ル
展
覧
会

　

京
都
精
華
大
学
が
運
営
す
る
大
学
ギ
ャ
ラ

リ
ー
で
の
展
覧
会
で
す
。

﹁
M
1
展

京
都
精
華
大
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程

一
年
生
展
﹂

　

芸
術
研
究
科
・
デ
ザ
イ
ン
研
究
科
1
年
次

に
制
作
し
た
作
品
の
展
覧
会
。

【
期
間
】　

4
月
16
日（
火
）〜
29
日（
祝
・
月
）

イベント紹介

Event

京都精華大学に関係する
イベントをご案内します。

一般の方も聴講、参加いただけます。

◎
京
都
国
際
マ
ン
ガ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
展
覧
会

﹁
ス
ケ
ッ
チ
ト
ラ
ベ
ル
展
﹂

　
「
ス
ケ
ッ
チ
ト
ラ
ベ
ル
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

に
よ
っ
て
描
か
れ
た
、
ア
ニ
メ
、
マ
ン
ガ
、

イ
ラ
ス
ト
、
絵
本
の
各
界
を
代
表
す
る
ア
メ

リ
カ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
ジ
ア
、
そ
し
て
日

本
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
71
人
に
よ
る
イ
ラ
ス
ト

（
複
製
原
画
）
を
展
示
。

【
日
時
】　

開
催
中
〜
6
月
2
日
（
日
）　

【
場
所
】　

京
都
国
際
マ
ン
ガ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

　
　
　
　

2
階　

ギ
ャ
ラ
リ
ー
6　
ほ
か

　
　
　
　

館
内
各
所

﹁K
yoto M

aG
iC

展
覧
会 

シ
ョ
コ
ラ
と
バ
ニ
ラ
の
ク
ロ
ー
ゼ
ッ
ト
﹂

　
「Kyoto M

aG
iC

」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で

制
作
さ
れ
た
安
野
モ
ヨ
コ
の
魔
法
少
女
マ

ン
ガ
「
シ
ュ
ガ
シ
ュ
ガ
ル
ー
ン
」
か
ら
イ

ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
た
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
と
「
シ
ュ
ガ
シ
ュ
ガ
ル
ー
ン
」
連
載
当

時
の
関
連
資
料
の
展
示
。

ギ
ャ
ラ
リ
ー
フ
ロ
ー
ル

【
開
館
時
間
】　 

11
時
〜
18
時

【
休
館
日
】　

日
曜
日
・
祝
日
ほ
か　

【
場
所
】　
京
都
精
華
大
学 

明
窓
館
1
階

詳
細
は
ギ
ャ
ラ
リ
ー
フ
ロ
ー
ル

W
e
b
サ
イ
ト
ま
で 

w
w

w
.kyoto-seika.ac.jp/fleur/

京
都
国
際
マ
ン
ガ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

【
開
館
時
間
】　

10
時
〜
18
時
（
入
館

は
17
時
30
分
ま
で
）

【
休
館
日
】　

水
曜
日
、3
月
21
日（
木
） 

た
だ
し
3
月
20
日
（
祝
・
水
）、
5
月

1
日
（
水
）
は
開
館

詳
細
は
京
都
国
際
マ
ン
ガ
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
W
e
b
サ
イ
ト
ま
で

w
w

w
.kyotom

m
.jp/

【
日
時
】　

開
催
中
〜
6
月
9
日
（
日
）

【
場
所
】　

京
都
国
際
マ
ン
ガ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

　
　
　
　

2
階　

ギ
ャ
ラ
リ
ー
4

﹁
寺
田
克
也 

コ
コ
10
年
展
﹂

　

マ
ン
ガ
家
、
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
寺
田
克

也
氏
の
カ
ラ
ー
イ
ラ
ス
ト
や
設
定
画
な
ど

作
品
（
原
画
を
含
む
）
約
3
0
0
点
を
展

示
。
関
連
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
ラ
イ
ブ
ド
ロ
ー

イ
ン
グ
や
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
も
開
催
。

【
日
時
】　

開
催
中
〜
6
月
30
日
（
日
）

【
場
所
】　

京
都
国
際
マ
ン
ガ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

　
　
　
　

2
階　

ギ
ャ
ラ
リ
ー
1
〜
3

◎
デ
ザ
イ
ン
学
部
建
築
学
科
・
連
続
レ
ク

チ
ャ
ー
シ
リ
ー
ズ

﹁
2
0
1
3
年
前
期
プ
ロ
グ
ラ
ム 

可
能
性
の
空
間［
空
間
論
演
習
１
］﹂

　

建
築
コ
ー
ス
教
員
、
ゲ
ス
ト
講
師
が
空
間

を
め
ぐ
る
対
談
や
講
演
を
行
い
ま
す
。

【
日
時
】　
4
月
20
日（
土
）13
時
〜
14
時
30
分

永
田
宏
和
（K

IITO
 

副
セ
ン
タ
ー
長
）

【
日
時
】　
4
月
27
日（
土
）13
時
〜
14
時
30
分

大
西
麻
貴

（
建
築
家
／
京
都
精
華
大
学
客
員
教
授
）ほ

か

【
場
所
】
京
都
精
華
大
学　

風
光
館F-331

【
申
込
】
不
要

【
問
い
合
わ
せ
先
】
京
都
精
華
大
学
デ
ザ

イ
ン
学
部
建
築
学
科

architec@
kyoto-seika.ac.jp

© 安野モヨコ /講談社
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京都精華大学の前身である京都精華短期大学が 1968 年に創立されて、44 年になる。多数の卒業生を輩出し、学部数、学生数も増え、た
しかな発展を遂げる一方で、「精華らしさがなくなってきている」という声も聞こえてくる。たしかに創成期を直に知る教職員もほとんどいなく
なり、新しく参加したメンバーや入学した学生には「自由自治」という言葉だけが抽象的に響いているのかもしれない。
そんな現在だからこそ、京都精華大学における「自由自治」とは何なのか、いま一度語られなければならない。
45 周年を迎え、新学部、新学科の開設など大きな飛躍を迎えようとする 2013 年を前に、京都精華大学の教育理念や存在意義、なぜ生まれ、
どこへ向かうべきなのか―そうした京都精華大学の原点を探求するのがこの連載の目的である。

『京都精華大学をかたちづくった言葉たち』
京都精華大学の原点 第4 回

　

本
学
で
は
創
立
以
来
“
人
間
を
尊
重

し
人
間
を
大
切
に
す
る
”
こ
と
を
基
本

理
念
と
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ

を
“
自
由
自
治
の
精
神
”
と
表
現
し
て

い
る
が
、
本
学
の
一
〇
年
の
歴
史
は
こ

の
精
神
を
ど
の
よ
う
に
実
現
す
る
か
と

い
う
こ
と
だ
っ
た
、と
い
っ
て
も
よ
い
。

そ
の
精
神
は
、
こ
の
大
学
社
会
を
構
成

す
る
教
職
員
・
学
生
が
人
間
と
し
て
平

等
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
貫
く
こ
と

で
あ
る
。（
中
略
）
し
か
し
こ
の
精
神

も
、
大
学
構
成
員
ひ
と
り
ひ
と
り
の
自

主
性
に
支
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
実
際
に

は
何
の
意
味
も
な
い
。
ま
た
こ
の
精
神

を
理
解
し
、
積
極
的
に
大
学
社
会
に
参

加
す
る
意
味
を
理
解
し
な
け
れ
ば
、
ど

ん
な
知
識
や
技
術
も
ほ
ん
と
う
に
生
き

て
は
こ
な
い
だ
ろ
う
。
本
学
で
は
、
ベ

ル
ト
コ
ン
ベ
ア
の
上
に
な
ら
べ
ら
れ
て

加
工
さ
れ
る
よ
う
な
、
人
間
を
“
型
”

に
は
め
こ
む
教
育
は
絶
対
に
排
除
し
た

い
し
、
暗
記
力
の
つ
よ
さ
や
断
片
的
な

知
識
の
豊
か
さ
を
評
価
し
な
い
の
で
あ

る
。

（『
1
9
7
9
年
度　

京
都
精
華
大
学

大
学
案
内
』）

　

自
由
と
い
う
の
は
、
こ
の
画
一
化
に

対
す
る
個
性
的
と
い
う
努
力
に
よ
っ
て

得
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
私
は
本
学

の
モ
ッ
ト
ー
で
あ
る
自
由
は
そ
う
い
う

意
味
で
の
自
由
で
あ
り
、
そ
れ
が
そ
の

ま
ま
人
間
の
形
成
を
意
味
す
る
も
の
だ

と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
大
学
と
い

う
場
を
通
じ
て
、
学
生
ひ
と
り
ひ
と
り

が
自
ら
人
間
の
自
由
な
思
考
力
や
想
像

力
を
つ
く
っ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
の
大
学
で
個
性
を
深
め

て
ゆ
く
こ
と
に
、
新
し
い
学
生
諸
君
が

参
加
す
る
こ
と
を
心
か
ら
歓
迎
し
た
い

と
思
う
。

（『
1
9
8
2
年
度　

京
都
精
華
大
学

　

大
学
案
内
』）

　

長
い
間
憧
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
は

解
放
区
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
特
異
な

大
学
で
す
。
大
学
紛
争
の
あ
と
多
く
の

大
学
が
う
ま
く
い
か
な
く
な
り
ま
し
た

が
、
そ
の
時
東
大
な
ど
を
辞
め
た
先
生

が
京
都
精
華
大
学
に
多
く
移
ら
れ
ま

し
た
。
そ
の
筆
頭
が
日
高
六
郎
さ
ん

で
、
槌
田
劭
さ
ん
も
“
京
大
は
い
や

や
”
と
工
学
部
を
辞
め
て
来
ら
れ
た
。

一
九
七
〇
年
代
に
は
精
華
大
に
そ
う
い

　

岡
本
先
生
と
い
う
の
は
非
常
に
お
も

し
ろ
い
人
で
し
て
、
事
務
職
員
に
し
っ

か
り
し
た
人
を
入
れ
よ
う
と
考
え
た
。

当
時
一
九
六
五
年
ご
ろ
八
、九
年
あ
た

り
、
い
わ
ゆ
る
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
運
動
、

や
が
て
沖
縄
奪
還
闘
争
が
盛
り
上
が
っ

て
い
た
時
代
で
す
。
岡
本
さ
ん
は
同
志

社
大
学
の
中
で
学
生
運
動
の
リ
ー
ダ
ー

や
活
動
家
だ
っ
た
人
を
事
務
職
員
に
い

れ
た
の
で
す
。
発
想
が
非
常
に
奇
想
天

外
で
す
よ
ね
。
京
都
府
学
連
委
員
長
と

か
、
何
と
か
ね
。
機
動
隊
に
頭
を
ぶ
ん

殴
ら
れ
て
、大
け
が
を
し
た
人
と
か
ね
。

あ
る
い
は
全
共
闘
運
動
の
時
に
、
京
都

大
学
の
事
務
職
員
を
し
て
い
る
人
で
捕

　
（
伊
方
原
子
力
発
電
所
の
）
裁
判
に

際
し
て
、
住
民
は
協
力
し
て
く
れ
る

証
人
を
求
め
て
専
門
家
の
中
を
捜
し

自
由
自
治
の
精
神

深
作
光
貞
［
学
長
］

自
由
と
い
う
の
は

江
戸
頌
昌
（
中
原
佑
介
）［
学
長
］

憧
れ
の
大
学
で
し
た

柴
谷
篤
弘
［
学
長
　
人
文
学
部
教
員
］

教
育
の
な
か
の
自
由
と
平
等

日
高
六
郎

［
短
期
大
学
英
語
英
文
科
教
員
］

原
発
訴
訟
か
ら
京
都
精
華
大
へ

槌
田 

劭

［
美
術
学
部
教
員
の
ち
人
文
学
部
教
員
］

「京都精華大学の原点」には初代学長・岡本清一の理念があり、彼の言葉はいまでも京都精華大学
のここかしこに息づいている。こうした岡本清一の言葉は以前紹介した。
一方、京都精華大学に参加したひとたちも、多くの言葉を残している。「京都精華大学とはどうい
う大学なのか」「京都精華大学はどのような考えで運営されてきたのか」がわかるものも少なくな
い。それらをいま一度たどってみることで、京都精華大学がどのようにかたちづくられてきたか
を知り、何を継承すべきかを知ることができる。もはやあまり目にすることができない貴重な資
料から紹介する。
※（　）内の所属、肩書はすべて発表当時のもの。

ま
っ
て
起
訴
さ
れ
て
し
ま
っ
た
人
が
い

た
。そ
の
人
は
起
訴
さ
れ
た
の
で
す
が
、

岡
本
さ
ん
は
そ
の
人
を
事
務
局
に
い
れ

ま
し
た
。（
中
略
）
岡
本
さ
ん
は
、
そ

う
い
う
ひ
と
の
方
が
学
生
を
よ
く
わ
か

る
と
い
う
意
見
な
の
で
す
。

　
（
中
略
）
そ
し
て
大
学
が
で
き
て
二
、

三
年
経
っ
て
か
ら
事
務
局
か
ら
問
題
が

出
さ
れ
た
の
で
す
。
な
ぜ
自
分
た
ち
は

同
じ
よ
う
に
働
い
て
い
て
、
教
員
と
自

分
た
ち
と
給
料
が
違
う
の
か
、
こ
れ
を

全
体
で
討
論
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で

す
。
京
都
精
華
大
学
で
の
最
高
決
議
機

関
は
、
全
体
集
会
で
、
そ
れ
に
は
教
員
・

職
員
・
用
務
員
さ
ん
全
部
が
で
る
わ
け

で
す
。
そ
こ
で
は
用
務
員
さ
ん
席
と
か

事
務
職
員
の
席
と
か
区
別
が
な
い
。
み

ん
な
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
で
す
。
そ
し
て
ど
ん

ど
ん
事
務
職
員
か
ら
発
言
も
で
て
き
て

ね
、
そ
れ
は
活
発
で
す
よ
。
教
員
が
や

り
こ
め
ら
れ
る
こ
と
も
、
し
ょ
っ
ち
ゅ

う
で
す
。
そ
し
て
給
与
の
平
等
性
が
実

現
し
た
の
で
す
。

（『
法
政
平
和
大
学
講
義
録
2
』　

1
9
8
9
年
7
月
）

歩
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
協
力
し
て
く

れ
る
専
門
家
な
ど
誰
も
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
な
ぜ
い
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
国

策
に
逆
ら
う
よ
う
な
裁
判
に
協
力
し
た

ら
原
子
力
村
か
ら
村
八
分
に
あ
っ
て
、

研
究
予
算
が
と
れ
な
く
な
る
か
ら
で

す
。
そ
れ
で
住
民
が
困
り
果
て
て
つ
い

に
私
の
と
こ
ろ
に
来
た
の
で
す
。（
中

略
）
一
九
七
八
年
の
四
月
に
出
た
判
決

は
次
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。「
国
側

の
主
張
を
認
定
す
る
」。（
中
略
）
こ
の

判
決
を
読
ん
だ
公
害
問
題
に
好
意
的
な

法
学
者
が
「
高
度
の
科
学
技
術
に
関
す

る
問
題
は
裁
判
に
な
じ
ま
な
い
」
と
言

い
ま
し
た
。
比
較
的
良
心
的
な
法
律
家

の
発
言
で
す
か
ら
、
私
た
ち
の
裁
判
が

負
け
た
こ
と
に
対
す
る
弁
護
の
つ
も
り

で
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
発
言
は
決
定

的
に
間
違
っ
て
い
ま
す
。な
ぜ
な
ら
ば
、

そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
た
ら
民
主
主
義
の

原
則
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
か
ら
で
す
。
専
門
家
の
言
っ
た
こ
と

を
是
と
し
て
、
素
人
は
判
断
で
き
な
い

か
ら
問
答
無
用
で
従
う
べ
き
だ
、
と

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
し
て
、
三
権

分
立
の
法
律
家
の
判
断
も
い
ら
な
い
と

言
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
社
会
は
ど
う

な
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　

私
は
判
決
を
聞
い
た
日
に
、
四
国
か

ら
関
西
汽
船
の
夜
の
船
室
中
で
ま
っ
た

く
寝
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
仕
方
な
し

に
ず
っ
と
船
の
手
す
り
に
も
た
れ
て
、

彼
方
へ
と
流
れ
る
黒
い
海
木
を
見
て
い

ま
し
た
。
そ
の
時
に
、「
僕
は
も
う
科

　

京
都
精
華
大
学
が
い
ま
こ
こ
に
こ
う

し
た
か
た
ち
で
あ
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん

い
ま
の
メ
ン
バ
ー
だ
け
で
つ
く
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。
過
去
の
先
輩
た
ち
が

営
々
と
つ
く
り
あ
げ
て
き
た
も
の
を
引

き
継
い
で
い
ま
が
あ
る
の
だ
。
過
去
の

蓄
積
の
上
に
、
い
ま
の
わ
た
し
た
ち
が

ど
れ
だ
け
か
を
積
み
上
げ
て
い
く
。
そ

う
し
た
歴
史
と
の
応
答
が
そ
も
そ
も
大

学
と
い
う
も
の
だ
。

　

そ
う
。
こ
こ
で
は
精
神
の
リ
レ
ー
が

お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
歴
史
を
超
え
て

手
渡
さ
れ
た
リ
レ
ー
の
バ
ト
ン
は
、
い

ま
わ
た
し
た
ち
の
手
の
中
に
あ
る
。
こ

の
バ
ト
ン
を
よ
り
遠
く
へ
と
運
ぶ
こ
と

が
受
け
と
っ
た
も
の
の
責
務
だ
。

　

バ
ト
ン
を
次
の
世
代
に
引
き
継
ぐ
た

め
に
は
、
過
去
に
語
ら
れ
て
き
た
言
葉

を
噛
み
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

う
雰
囲
気
が
あ
っ
た
の
で
、
憧
れ
て
い

た
の
で
す
。
で
す
か
ら
“
人
文
学
部
を

新
設
す
る
の
で
生
物
学
の
教
員
と
し
て

来
な
い
か
”
と
誘
わ
れ
た
時
は
、
大
喜

び
で
二
つ
返
事
で
引
き
受
け
ま
し
た
。

　
（
中
略
）
そ
れ
と
、
こ
こ
で
は
教
授
・

助
教
授
・
講
師
と
い
う
区
別
が
な
い
み

た
い
で
す
ね
。部
屋
の
表
示
や
時
間
割
、

職
員
名
簿
に
も
“
教
授
”
と
は
書
い
て

い
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
学
生
達
に
そ
う
い

う
す
り
こ
み
が
な
い
の
が
良
い
か
も
知

れ
ま
せ
ん
ね
。

（
初
出
誌
、
年
月
日
不
明
）

学
者
を
辞
め
よ
う
」
と
思
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
私
は
京
都
大
学
を
辞
職
し
て
、

京
都
精
華
大
学
の
美
術
学
部
の
教
師
に

な
り
ま
す
。

（『
a
t
プ
ラ
ス
10
号
』『
原
発
と
「
科

学
」』　

2
0
1
1
年
11
月
）



大
学
の
道
は
明
徳
を
明
ら
か
に
す
る
に
あ
り
、

民
を
親
し
む
に
あ
り
、
至
善
に
止
む
る
に
あ
り
。

（『
大
学
』）

大
学
も
、
そ
う
い
う
リ
ッ
チ
な
時
間
つ
ぶ
し
の
場
に

な
れ
ば
い
い
の
で
す
。（
中
略
）
学
問
も
学
芸
・
芸

能
の
一
種
だ
と
考
え
た
ら
、
ど
だ
い
芸
能
と
い
う
も

の
は
す
べ
て
な
ん
の
役
に
も
立
た
な
い
も
の
で
す
。

し
か
し
、
芸
能
に
は
芸
能
の
存
在
価
値
が
あ
る
。「
そ

れ
が
な
ん
の
役
に
立
つ
の
で
す
か
」
と
い
う
問
い
は
、

学
芸
の
楽
し
み
を
求
め
る
ヒ
ト
に
は
、
そ
も
そ
も
禁

句
と
い
う
も
の
で
す
。

（
上
野
千
鶴
子
『
サ
ヨ
ナ
ラ
、
学
校
化
社
会
』）

寅 「え、そういう難しい事は聞くなって言ったろう。つまり、あれだよ、ほら、人間長い間生きてりゃいろんな事にぶつかるだろう。な、そんな時、俺みてえに勉強してない奴は、この振ったサイコロの出た目で決めるとか、その時の気分で決めるよりしょうがないな。ところが、勉強した奴は自分の頭で、きちんと筋道を立てて、はて、こういう時はどうしたらいいかな、と考える事が出来るんだ。だからみんな大学行くんじゃないか、そうだろう。」
（映画「男はつらいよ 寅次郎サラダ記念日」より）

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

大
学
に
や
ら
せ
て
し
ま
う
と
二
～
三
年
は
か
か
っ
て
し
ま
う
。

僕
な
ら
も
っ
と
い
い
も
の
が
つ
く
れ
る
し
、
一
週
間
で
立
ち
上
げ
て
み
せ
る
。

︵
マ
ー
ク
・
ザ
ッ
カ
ー
バ
ー
グ ﹃
マ
ー
ク
・
ザ
ッ
カ
ー
バ
ー
グ 

史
上
最
速
の
仕
事
術
﹄︶

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
。

（『
学
校
教
育
法
』
第
九
章
大
学
　
第
八
十
三
条 

　
第
一
項
）

それでも、多くの学校の先生や親は、
「勉強していい学校に行き、いい会社に入りなさい」と言うと思います。
勉強していい学校に行き、いい会社に入っても安心なんかできないのに、

どうして多くの教師や親がそういうことを言うのでしょうか。
それは、多くの教師や親が、どう生きればいいのかを知らないからです。
勉強していい学校に行き、いい会社に入るという生き方がすべてだったので、

そのほかの生き方がわからないのです。
（村上龍『13 歳のハローワーク』）

いい大学に行って、いい会社や官庁に入ればそれで安心、という時代が終わろうとしています。

満男 「じゃ、何のために勉強するのかな？」

京都精華大学とは

京都精華大学は表現の大学です。2013年4月にポピュラーカルチャー学部を開設。さらに、デザイン学部にはイラスト学科、マンガ学部にはギャ
グマンガコース、キャラクターデザインコースを新設します。ポピュラーカルチャー、芸術、デザイン、マンガ、人文あわせて 5学部編成となり、
新しい文化と社会を創造する人材育成をさらに進化させていきます。
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ご支援くださるみなさまへ ～ご寄付のお願い～

様々な支援に関して、ご寄付のご協力をお願いしております。

「学生奨学金制度への支援」、「学生生活への支援」、「文化振興活動への支援」、「国際交流活動の支援」、「教育・研究設備整備事業への支援」

より寄付使途を選んでいただき、みなさまのご意向にかなう運用をしています。お申し込みは、銀行窓口、もしくは、インターネット上でのクレジッ

トカード決済にてご寄付いただけます。

この寄付金は、文部科学省から「特定公益増進法人であることの証明書」の交付を受けており、税金控除の優遇措置を受けることができます。

詳細につきましては寄付募集Webサイト、リーフレットをご覧ください。

●寄付募集Webサイト
www.kyoto-seika.ac.jp/donate

●お問い合わせ

京都精華大学企画室寄付募集担当

TEL：075-702-5201 ／ FAX：075-702-5391　　E-mail：kikaku@kyoto-seika.ac.jp

◎卒業生の方へ

「木野通信」送付先住所の変更は、企画室・木野会事務局までご連絡ください。

E-mail：kinokai@kyoto-seika.ac.jp　　FAX：075-702-5391

ポピュラーカルチャー学部（2013年 4月設置予定）／芸術学部／デザイン学部／マンガ学部／人文学部

木野通信　第 57号　
2013年3月20日 発行
　　

京都精華大学 入試広報部 広報課
〒 606-8588 京都市左京区岩倉木野町137
TEL：075-702-5197　
www.kyoto-seika.ac.jp

木野通信とは、京都精華大学が年 4回発行する広報誌です。
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『大 学 』◯◯を語れ 第 4 回
京都精華大学にまつわるキーワードを
世界中から集める企画。

京都精華大学は、学生運動の紛争のさなかに誕生した大学だ。「大学」とはどう
いう場であるべきか、考え続けてきた。学生と教員と職員、すべての構成員が平等
であり、なんの制約にもとらわれない自由な場こそ、京都精華大学がめざす大学だ。
私たちが考え続ける「大学」についての言説を、世界中から集めた。

どうして大学八年生

ああ　悲しき　わがここ
ろ

勉強になりま
した

（ハナ肇とクレイジーキャッツ「悲しきわがこころ」）

短き勤務の割合に多額の俸給を国家から支給され、地位を保証され老後を保証されてゐる大学の教授だけが、
時間と精力とを要し而も報ひられない下積の仕事をなす義務がある。（河合栄治郎 『書斎の窓』）

小学時代は　優等生

中学時代も　優等生

高校時代も　優等生


