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短
大 

歴
史
学の

3年制［3日］履修コース

学生寮［ 山科寮 ］

◎ 修業年限2年課程を原則3年で修了。

◎ 授業は週3日のみ。

併設

長期履修学生制度を活用して、

life support ◎ 生活サポート

華頂短期大学では、2014年より長期履修学生制度を活用した「3年制
［3日］履修コース」を開始します。このコースは、修業年限2年課程を原
則3年で修了できる新しい学び方。あなたのライフスタイルに合わせて、
仕事や家事、その他の活動をしながら学生生活を送ることができる、新
しい履修モデルを提案します。

安全で快適な暮らしを叶える学生寮「山科寮」を用意しています。 全部屋
個室でプライベート感たっぷりなうえ、エアコンやベッド、クローゼットなど暮らし
に必要な家具家電付き。 生活環境の良さに加え、学習机やインターネット
環境、ピアノ練習室など、学習環境の良さも魅力です。 また、寮生同士が
仲良くなれるイベントも盛りだくさん！楽しい寮生活を送ることができます。

◎ 履修年限は3年でも授業料は2年分。

◎ 卒業時には短期大学士の学位を取得。

一人暮らし

京都市内には学生の街にぴったりの一人暮らし用マンションが数多くあ
ります。 女性専用マンションやオートロック、インターネット環境完備、エレ
ベーター付き、楽器使用可など、一人ひとりのこだわりを実現。 華頂短期
大学では、一人暮らしを始めたい学生へのサポートも行っています。

華頂短期大学は平
成25年度（一財）
短期大学基準協
会による第三者評
価の結果、適格と
認定されました。

歴
史
学
科    

幼
児
教
育
学
科    
介
護
学
科

蹴上

知恩院

御陵

山
科

大津

京
阪
山
科

東山
三条京阪

三条

祇園

市バス
知恩院前 華頂道

知恩院道新橋通阪急京都線

河原町

烏丸

京都

四条

烏丸御池二条

四条通

五条通

七条通

二
条

至
梅
田

至
福
知
山

至
大
阪

大
津
京

京都

八坂神社

東福寺

鴨
川

烏
丸
通

河
原
町
通

東
大
路
通

至
長
浜

至
浜
大
津

至敦賀

至出町柳至国際会館

Ｊ
Ｒ
山
陰
本
線

地
下
鉄
烏
丸
線

京
阪
本
線

地
下
鉄
東
西
線

JR東海
道本線

至六地蔵JR奈良線近鉄京都線

至奈良・大阪

山科

山科寮

祇園四条

JR奈良線

鴨
川

京
阪
鴨
東
線

京阪京津線

華頂短期大学

ACCESS

地下鉄東西線 東山駅［出口2］から
◎ 南へ徒歩4分
　 ［JR二条駅・山科駅から、乗り換えができます］

JR京都駅から
◎ 市バス206にて知恩院前下車、東へ150m
◎ 地下鉄烏丸線、烏丸御池駅で
　 地下鉄東西線に乗り換え、
　 東山駅下車、南へ徒歩4分

阪急河原町駅［出口1］から
◎ 徒歩13分
◎ 市バス31、46，201，203にて
　 知恩院前下車、東へ150m

京阪 祇園四条駅［出口7］から
◎ 東へ徒歩10分

◎ 東へ徒歩8分
京阪 三条駅［出口5］から



歴
史
と
と
も
に
、

生
き
て

い
く
。

歴
史
を
楽
し
む
。

　    

歴
史
を
体
感
す
る
。

歴
史
を
知
り
、

肌
で
感
じ
、

そ
の
喜
び
を
将
来
に
活
か
す
。

そ
れ
が
、華
頂
の
歴
史
学
科
で
す
。

京
都
の
ど
真
ん
中
で
、

〝
ほ
ん
も
の
〞に
ふ
れ
よ
う
。

歴
史
と
、ず
っ
と
、歩
ん
で
い
け
る
。

そ
し
て
、そ
の
学
び
や
経
験
を
社
会
で
し
っ
か
り
活
か
せ
る
の
も
、

華
頂
の
歴
史
学
科
な
ら
で
は
の
も
う
ひ
と
つ
の
魅
力
。

卒
業
後
は
、フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
実
感
し
た

京
都
の
素
晴
ら
し
さ
を
世
の
中
に
発
信
す
る
、

幅
広
い
仕
事
に
就
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
荘
厳
な
神
社
や

江
戸
時
代
か
ら
続
く
老
舗
企
業
、

た
く
さ
ん
の
観
光
客
を
迎
え
る
旅
館
や
ホ
テ
ル
な
ど
、

活
躍
の
場
は
本
当
に
さ
ま
ざ
ま
。

そ
こ
で
、華
頂
の
卒
業
生
一
人
ひ
と
り
が
歴
史
や
文
化
を
伝
え
、

広
げ
て
い
く
こ
と
で
、

日
本
の
歴
史
文
化
が
永
遠
に
受
け
継
が
れ
る
力
に
な
る
の
で
す
。

知
識
を
積
み
上
げ
、

教
養
を
深
め
、

自
分
の
将
来
に
つ
な
げ
て
い
く
と
い
う
こ
と
。

﹇ 

日
本
史
コ
ー
ス 

﹈

course

日
本
史
コ
ー
ス
で
は
、坂
本
龍
馬
な
ど
と
いっ
た
歴

史
上
の
人
物
に
ス
ポッ
ト
を
当
て
、そ
の
生
き
方
や

考
え
方
、日
本
社
会
に
与
え
た
影
響
な
ど
を
学

ぶ
こ
と
も
で
き
ま
す
。当
時
の
暮
ら
し
ぶ
り
や
社

会
背
景
も
き
ち
ん
と
理
解
し
、彼
ら
が
何
を
思

い
、ど
ん
な
情
熱
を
持
っ
て
時
代
を
切
り
拓
い
た
の

か
。そ
の一つ
ひ
と
つ

を
読
み
解
き
、共

感
す
る
こ
と
で
ま

た
現
代
に
も
通
じ

る
新
し
い
見
解
が

で
き
る
は
ず
で
す
。

﹇ 

京
都
文
化
コ
ー
ス 

﹈

京
都
文
化
コ
ー
ス
で
学
ぶ
の
は
、ま
さ
に「
京
都
」

の
存
在
そ
の
も
の
。京
都
に
根
付
く
食
文
化
・
服

装
文
化
・
宗
教
文
化
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ

を
体
験
的
に
学
ぶ
こ
と
で
京
都
の
魅
力
や
本
質

に
迫
り
ま
す
。京
都
文
化
が
教
え
て
く
れ
る
も

の
は
、現
代
社
会
に
必
要
な
知
性
と
教
養
。こ

れ
ら
の
学
び
を
通

し
て
、女
性
と
し

て
凜
と
生
き
抜
く

た
め
の
姿
勢
を
身

に
つ
け
ま
す
。

【  学科・コース 】

短
大
で
歴
史
学
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
。

そ
れ
は
、歴
史
の
ひ
と
コマ
ひ
と
コマ
を
見
つ
め
る
こ
と
で
、

と
く
に
華
頂
の
歴
史
学
科
で
は
、

教
室
で
講
義
を
聞
く
授
業
だ
け
で
は
な
く
、

京
都
の
街
に
飛
び
出
し
て
、自
分
の
目
で
、足
で
、心
で
、

歴
史
や
文
化
を
体
感
し
て
い
き
ま
す
。

例
え
ば
、

新
撰
組
ゆ
か
り
の
地
を
巡
っ
て
彼
ら
の
活
躍
を
肌
で
感
じ
た
り
、

和
菓
子
づ
く
り
や
町
家
見
学
を
体
験
し
た
り
、

時
に
は
豊
臣
秀
吉
が
上
杉
景
勝
に
送
っ
た
手
紙
を
読
ん
だ
り
。

こ
う
し
た
数
々
の〝
ほ
ん
も
の
〞に
ふ
れ
ら
れ
る
の
も
、

華
頂
が
京
都
の
ど
真
ん
中
に
あ
る
か
ら
こ
そ
。

歴
史
と
文
化
が
凝
縮
し
た
京
都
の
街
を
、

ま
る
ご
と
キ
ャ
ン
パ
ス
に
し
て
学
ぶ
、

そ
れ
が
他
に
は
な
い
い
ち
ば
ん
の
魅
力
な
の
で
す
。

出
典
：
国
立
国
会
図
書
館
蔵
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歴
史
を
た
ど
れ
ば
、八
坂
神
社
の

違
う
顔
が
見
え
て
く
る
。

フィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク

神
様
と
仏
様
が

共
存
し
た
、

八
坂
神
社
の
秘
密
。

今
回
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
、華
頂
か
ら
歩
い
て
す
ぐ
の
八
坂
神
社
が
舞
台
。「
実
は
こ
の
神
社
、江
戸
時
代
ま

で『
祇
園
社
』や『
祇
園
感
神
院
』と
呼
ば
れ
、神
社
と
お
寺
が
融
合
し
た
場
所
だ
っ
た
ん
で
す
」と
新
矢
先

生
。古
来
日
本
で
は
、神
仏
習
合
と
言
っ
て
神
様
と
仏
様
は
同
じ
場
所
で
祭
ら
れ
て
い
た
と
の
こ
と
。「
当
時

の
神
社
に
は
神
主
と
僧
侶
が
同
居
し
、仏
像
が
置
か
れ
、境
内
か
ら
は
お
経
が
聞
こ
え
て
い
た
ん
で
す
よ
」こ

の
話
に
は
学
生
た
ち
も
驚
き
の
表
情
。と
こ
ろ
が
明
治
維
新
に
な
り
、政
府
の『
国
家
神
道
』の
政
策
に
よ
り
、

神
と
仏
を
分
け
隔
て
よ
と
い
う『
神
仏
分
離
令
』が
発
令
さ
れ
ま
す
。地
域
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、こ
れ

を
機
に
神
社
内
に
あ
る
お
寺
は
排
除
さ
れ
、寺
に
不
満
の
あ
っ
た
人
々
に
仏
の
物
は
こ
と
ご
と
く
壊
さ
れ
て
し

ま
い
ま
し
た
。「
今
で
は
そ
の
面
影
も
な
い
で
す
ね
」と
の
学
生
の
声
に「
い
や
、実
は
今
も
そ
の
名
残
が
あ
る
ん

で
す
」と
先
生
。「
え
っ
、ど
こ
に
？
」 

さ
ぁ
、仏
の
痕
跡
を
探
そ
う
と
み
ん
な
の
好
奇
心
が
動
き
始
め
ま
し
た
。

境
内
を
よ
く
探
し
て
み
る
と
、

仏
教
的
な
痕
跡
が
あ
ち
こ
ち
に
。

ま
ず
始
め
に
向
か
っ
た
の
は
、手
を
清
め
口
を
す
す
ぐ
た
め
の
手
水
鉢
。「
ほ
ら
、こ
こ
に『
感
神
院
』の
文
字
が

残
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
？
」と
先
生
。ほ
か
に
も
、木
の
影
で
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
も
の
の
、石
灯
籠
に『
宿
坊

（
参
詣
者
が
宿
泊
す
る
た
め
の
寺
）』や
お
釈
迦
様
が
説
法
し
た
イ
ン
ド
の
祇
園
精
舎
に
ち
な
ん
だ『
祇
園
社
』

の
文
字
が
彫
ら
れ
て
い
た
り
。「
本
当
に
神
社
の
中
に
お
寺
が
あ
っ
た
ん
だ
！
」と
み
ん
な
瞳
を
輝
か
せ
ま
す
。

「
も
と
も
と
八
坂
神
社
の
祭
神
は
、イ
ン
ド
か
ら
来
た
仏
教
の
守
護
神・牛
頭
天
王
と
神
道
の
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ

ト
が
合
体
し
た
も
の
。牛
頭
天
王
も
ス
サ
ノ
オ
も
疫
病
を
流
行
ら
せ
る
神
と
さ
れ
、当
時
、疫
病
が
大
流
行
し

て
い
た
京
都
で
は
祇
園
の
神
を
祭
っ
て
災
厄
の
退
散
を
祈
っ
た
と
い
い
ま
す
。こ
れ
が
祇
園
祭
の
は
じ
ま
り
で
す

ね
」。祇
園
祭
が
真
夏
の
暑
い
さ
な
か
に
行

わ
れ
る
の
は
、都
市
に
は
つ
き
も
の
の
不
衛

生
に
な
り
や
す
い
、つ
ま
り
疫
病
が
流
行
り

や
す
い
時
期
に
行
う
こ
と
で
、疫
病
を
退
散

し
よ
う
と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
か

ら
な
の
で
す
。

数
々
の
歴
史
を
見
守
っ
て
き
た

円
山
公
園
の
あ
で
や
か
な
桜
。

続
い
て
、神
社
の
裏
手
の
円
山
公
園
へ
。円
山
公
園
と
言
え
ば
大
き
な
し
だ
れ
桜
が
有
名
で
す
が
、実
は
こ

れ
も
神
仏
習
合
の
名
残
だ
と
か
。「
昔
、円
山
公
園
の一部
は
八
坂
神
社
の
敷
地
で
し
た
。こ
の
桜
は
当
時
の

お
寺
の
庭
に
あ
っ
た
も
の
で
、神
仏
分
離
の
際
に
お
寺
は
撤
去
さ
れ
、桜
だ
け
が
残
さ
れ
た
ん
で
す
」と
先
生

は
語
る
。そ
ん
な
な
か「
ど
う
し
て
昔
の
人
は
仏
教
的
要
素
を
完
全
に
排
除
せ
ず
、ひ
そ
か
に
神
社
に
残
し

た
ん
で
す
か
？
」と
の
質
問
が
。「
や
は
り
、少
し
で
も
お
寺
の
痕
跡
を
残
さ
な
い
と
忍
び
な
い
、と
い
う
当
時

の
人
々
の
想
い
が
あ
っ
た
の
で
は
」と
先
生
。今
も
昔
も
変
わ
ら
な
い
の
が
人
の
情
け
。だ
か
ら
こ
そ
、歴
史
は

ド
ラ
マ
テ
ィッ
ク
に
映
る
の
で
し
ょ
う
。

写真左から

石川 恵梨
歴史文化学科  1回生

［静岡県立富岳館高校出身］
さん 永田 久美子

歴史文化学科  2回生

［大阪府立高槻北高校出身］
さん 初宿 ひかり

歴史文化学科  2回生

［滋賀県立高島高校出身］
さん 兼田 紗矢香

歴史文化学科  1回生

［福井県立若狭高校出身］
さん 阿部　想

歴史文化学科  1回生

［愛媛県立三瓶高校出身］
さん新矢 昌昭准教授大通りに面した西の門ではなく、実は南側の門が正門という事実も。

現在『八坂神社』の額が掛かっているが、江戸時代の絵図には『感神
院』の文字が見られる。

石灯籠に刻まれた「宿坊」の文字。今は目立たない場所にある。

手水鉢には、ほとんど誰も気づかない「感神院」の文字が。

か
ん
じ
ん
い
ん

▶ 

都
名
所
図
会「
祇
園
社
」（
国
際
日
本
文
化
セ
ン
タ
ー
所
蔵
）

ご
ず
て
ん
の
う

歩
い

京
都

て
学
ぶ
、

。

の
歴
史

01
case:

04 03



京
都
の
食
文
化
の
特
色
と
魅
力
を
理
解
す
る
。

「
う
わ
ー
、す
ご
い
！
」「
き
れ
い
な
景
色
！
」澄
み
き
っ
た
青
空
に
包
ま
れ
、眼
下
に
は一面
広
が
る
京
都
の
街
。

目
を
凝
ら
せ
ば
京
都
御
所
や
二
条
城
、下
鴨
神
社
な
ど
い
く
つ
も
の
歴
史
的
ス
ポッ
ト
が
見
ら
れ
、そ
の
位
置

関
係
や
距
離
感
ま
で
も
が
は
っ
き
り
と
わ
か
り
ま
す
。「
こ
れ
が
大
文
字
の
火
床
で
す
よ
」先
生
が
指
す
の
は

頑
丈
に
組
ま
れ
た
石
の
ブ
ロッ
ク
。五
山
の
送
り
火
は
保
存
会
が
中
心
と
な
り
、市
民
や
学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

手
に
よ
っ
て
数
百
年
の
歴
史
が
支
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
そ
う
。京
都
の
歴
史
文
化
の
全
体
像
を
俯
瞰
で
眺
め

た
り
、実
物
を
手
に
取
っ
て
そ
の
温
度
を
肌
で
感
じ
た
り
。マ
ク
ロ
と
ミ
ク
ロ
の
両
方
の
視
点
か
ら
体
験
的
に
歴

史
を
学
べ
る
の
は
、京
都
の
中
心
地
に
あ
る
華
頂
な
ら
で
は
の
特
権
な
の
で
す
。

３
０
０
年
続
く

京
都
伝
統
の
深
い
味
わ
い
と

歴
史
を
堪
能
。

京
料
理
の
伝
統
や
文
化
に
つ
い
て
学
ぶ「
京
の
食
生

活
」で
は
、調
理
実
習
や
学
外
授
業
を
行
い
ま
す
。京

都
の
食
文
化
に
お
い
て
、京
野
菜
や
魚
介
類
の
加
工

品
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
重
要
な
食
材
。そ
の
代
表

的
な
存
在「
い
も
ぼ
う
」は
、タ
ラ
を
素
干
し
に
し
た

棒
ダ
ラ
と
京
都
特
産
の
エ
ビ
イ
モ
を
炊
き
合
わ
せ
た
料

理
で
す
。「
い
も
ぼ
う
」の
有
名
店
に
出
か
け
、ご
主

人
の
お
話
を
伺
い
、ま
た
実
際
に
頂
く
こ
と
で
京
都
の

食
文
化
の
奥
深
さ
や
素
晴
ら
し
さ
を
体
感
し
ま
す
。

京
都
の
伝
統
文
化
に
ふ
れ
ら
れ
る
仕
事
を
体
験
し
て

ほ
し
い
│
そ
ん
な
想
い
か
ら
、「
京
都
体
験
実
習
」と

い
う
授
業
の
中
で
職
業
体
験
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

1
回
生
の
夏
休
み
に
、京
都
の
歴
史・文
化・伝
統
に

関
わ
り
の
あ
る
事
業
所
で
3
日
間
の
イ
ン
タ
ー
ン
シッ
プ

に
参
加
。伝
統
産
業
の
歴
史
と
そ
れ
が
現
在
の
文
化

に
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
る
か
を
学
ぶ
だ
け
で
な

く
、社
会
の
厳
し
さ
や
働
く
こ
と
の
意
義
、魅
力
な
ど

を
体
感
し
ま
す
。事
前
に
、言
葉
遣
い
や
挨
拶
と
いっ

た
基
本
的
な
ビ
ジ
ネ
スマ
ナ
ー
を
学
習
し
た
上
で
職
業

体
験
に
参
加
。体
験
後
は
レ
ポ
ー
ト
を
作
成
し
、自
ら

の
職
業
観
や
将
来
像
を
具
体
的
に
考
え
て
い
き
ま
す
。

・  

浄
土
宗
総
本
山
知
恩
院﹇
宗
教
法
人
﹈

・ （
株
）大
西
法
衣
仏
具
店﹇
仏
具
製
造・販
売
業
﹈

・ （
株
）安
藤﹇
仏
具
製
造・販
売
業
﹈

・  

花
楽・舞
風
館﹇
料
理・旅
館
業
﹈

・  

和
順
会
館﹇
料
理・旅
館
業
﹈　

   

ほ
か

山頂近くの千人塚。太平洋戦争時、山中に軍事施
設を建設していたところ大きな壺に入った大量の遺
骨が発見され、それを祀ったもの。これはこの山が慰
霊の地であることを物語る。

「大文字の送り火は、弘法大師によって始められたという説もあれば、足利家の寺である相国寺の僧侶によるものと
いう説もあります。が、その全貌は謎に包まれています」。先生の説明に熱心に聞き入る学生たち。

京
都
か
ら
滋
賀
へ
と
つ
な
が

る
山
道
は「
如
意
越
」と
呼

ば
れ
、昔
は
京
と
近
江
の
近

道
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い

た
。如
意
ヶ
嶽
の
戦
い
な
ど
合

戦
の
舞
台
に
な
っ
た
こ
と
が

あ
り
、城
跡
も
残
っ
て
い
る
。

職
業
体
験 

﹇
イ
ン
タ
ー
ン
シッ
プ
﹈

大
文
字
が
灯
る
東
山
如
意
ヶ
嶽
に

ト
レッ
キ
ン
グ
気
分
で
登
ろ
う
。

大
文
字
の
山
頂
か
ら

京
都
の
全
景
を

ぐ
る
り
と
一
望
。

続
い
て
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
、華
頂
山
と
同
じ
東
山
連
峰
の一角
に
あ
る
東
山
如
意
ヶ
嶽
へ
。如
意
ヶ
嶽
と
言

え
ば
、お
盆
に
里
帰
り
し
た
先
祖
の
霊
を
送
る「
五
山
の
送
り
火
」の〝
大
〞の
字
で
有
名
な
山
。地
元
の
方
々

に
は
ち
ょっ
と
し
た
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。「
今
日
は
山
頂
に
あ
る
大
文
字
の
点
火
場

所
を
め
ざ
し
ま
し
ょ
う
！
」と
先
頭
を
切
る
の
は
伊
藤
先
生
。慣
れ
な
い
登
山
に
不
安
げ
だ
っ
た
学
生
た
ち

も
、登
り
進
む
う
ち
に
ど
ん
ど
ん
笑
顔
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。今
で
は
夏
の
風
物
詩
の
代
表
と
も
言
え
る
五

山
の
送
り
火
で
す
が
、い
つ
か
ら
誰
が
始
め
た
も
の
な
の
か
は
は
っ
き
り
し
て
い
ま
せ
ん
。「
今
の
送
り
火
は
、大

文
字・妙
法・舟
形・左
大
文
字・鳥
居
形
の
５
つ
で
す
よ
ね
。で
も
、明
治
の
頃
ま
で
他
の
山
で
送
り
火
を
し

て
い
た
ん
で
す
よ
」と
先
生
。「
五
山
に
な
っ
た
の
は
最
近
な
ん
で
す
ね
」「
そ
う
、昔
は
数
字
の一
や
蛇
の
形
な

ど
、も
っ
と
色
々
な
送
り
火
が
あ
っ
た
ん
で
す
」。歩
く
こ
と
１
時
間
弱
、い
よ
い
よ
山
頂
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。

写真左から

山本 早織
歴史文化学科  2回生

［島根県立安来高校出身］
さん 高橋 佑果

歴史文化学科  2回生

［滋賀県立野洲高校出身］
さん 園田 真希

歴史文化学科  2回生

［滋賀県立甲西高校出身］
さん 澤　香織

歴史文化学科  2回生

［滋賀県立伊吹高校出身］
さん伊藤 真昭教授

フィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク

歩
い

京
都

て
学
ぶ
、

。

の
歴
史

02
case:

Topics !

◎ 

イ
ン
タ
ー
ン
シッ
プ
先

視
界
を
さ
え
ぎ
る
も
の
は
何
も
な
い

京
都
を
見
晴
ら
す
大
パノ
ラ
マ
。
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N

地下鉄 東西線

京
阪
電
車

阪急電車

丸太町通

今出川通

二条通

琵琶湖疎水

河
原
町
通

寺
町
通

新
京
極
通

川
端
通

東
大
路
通

御池通

● 円山公園

● 高台寺

●地主神社

ね
ね
の
道

●知恩院

●清水寺

平安神宮

本能寺
池田屋跡

●

八坂神社

如意ヶ嶽

南座

 ●

 ●

 ●

仲源寺

鍵善良房

大西法衣
仏具店

 ●建仁寺

 ●
六波羅蜜寺

●

細見
美術館

●

●

●

金戒光明寺

銀閣寺

吉田神社

● 京都会館

● 南禅寺

京都府立図書館

● 
京都市
美術館

京都国立
近代美術館

三条通

四条通

五条通

白
  
川

京都華頂大学
華頂短期大学

鴨  

川

河原町

東山

出町柳

三条京阪

祇園四条

歴
史
学
を
2
年
間
学
ん
だ
ま
と
め
と
し
て
、自
分
で
好
き
な
テ
ー
マ
を
設
け
て
卒
業
レ
ポ
ー
ト
を
作
成
し
ま
す
。

こ
こ
で
は
、先
輩
た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
を
紹
介
し
ま
す
。

卒
業
レ
ポ
ー
ト 

テ
ー
マ一
覧

化
粧
文
化
の
変
遷

鳥
獣
人
物
戯
画

式
子
内
親
王
の
生
涯

『
方
丈
記
』『
徒
然
草
』に
お
け
る

 

長
明
と
兼
好
の

 

無
常
観
に
つ
い
て

日
本
古
代・中
世
の
鬼
に
つ
い
て

歴
史
と
創
作

浦
島
太
郎

平
安
時
代
の

貴
族
の
女
性
に
つ
い
て

古
事
記
に
つ
い
て

地
獄
の
思
想 

　
〜『
往
生
要
集
』を
中
心
に
〜

安
倍
晴
明
と
平
安
貴
族

紀
貫
之
の

百
人
一
首
の
唄
に
つ
い
て

沖
縄
戦

関
ヶ
原
の
戦
い

浅
井
長
政
の
離
反・滅
亡
と

姉
川
の
合
戦

◎・・・・・・・・・・・・・・・

﹇
先
輩
と
し
て
ひ
と
こ
と
﹈

モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
と
は
明
治
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け

て
出
現
し
た
女
性
の
こ
と
。当
時
の
女
性
が
和

服
に
長
髪
、控
え
め
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、彼
女

た
ち
は
洋
装
に
断
髪
、ス
ポ
ー
ツ
や
カ
フェ、フ
ル
ー
ツ

パ
ー
ラ
ー
な
ど
を
好
み
ま
し
た
。モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
の

出
現
に
よ
っ
て
雑
誌
の
洋
装
化
運
動
や
資
生

堂
の
売
上
向
上
、百
貨
店
の
ポ
ス
タ
ー
な
ど
、社

会
的
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
言
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、太
平
洋
戦
争
が
激
化
し
、「
贅
沢
は

敵
だ
」の
時
代
と
な
り
、国
か
ら
の
も
ん
ぺ
着
用

の
呼
び
か
け
や
フ
ァッション
の
規
制
か
ら
、彼
女
た

ち
の
存
在
は
自
然
と
消
え
て
いっ
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。現
在
で
は「
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
」な
ん
て
呼
ば

れ
る
人
は
い
ま
せ
ん
。女
性
が
お
し
ゃ
れ
を
楽
し

む
の
が
当
た
り
前
の
時
代
に
生
ま
れ
た
私
た
ち
。

だ
か
ら
こ
そ
、こ
の
テ
ーマ
を
選
び
ま
し
た
。

高
校
時
代
の
授
業
は
、先
生
の
話
を
聞
い
て
ノ
ー

ト
を
書
い
て
そ
れ
で
終
わ
り
で
し
た
が
、華
頂
の
歴

史
学
科
で
は「
歴
史
学
を
学
ぶ
こ
と
」か
ら
考
え
、

自
分
の
興
味
や
課
題
を
見
つ
け
て
い
き
ま
す
。歴

史
を
知
る
楽
し
さ
を
ぜ
ひ
実
感
し
て
く
だ
さ
い
！

園田 真希
歴史文化学科  
2回生

［滋賀県立甲西高校出身］
さん

﹇
先
輩
と
し
て
ひ
と
こ
と
﹈

小
野
小
町
の
生
誕
地
や
死
没
地
、生
前
の
彼
女

に
つ
い
て
の
詳
細
に
は
数
多
く
の
説
が
あ
り
、日

本
各
地
に
小
町
伝
説
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。な

か
で
も
最
も
有
名
な
の
が「
百
夜
通
い
伝
説
」で

す
。小
町
の
美
し
さ
に
心
奪
わ
れ
た
深
草
の
少

将
が
、「
百
夜
通
い
続
け
た
ら
晴
れ
て
の
契
り
を

む
す
ぶ
」と
約
束
さ
れ
ま
す
が
、少
将
は
９９
日
ま

で
通
い
、１
０
０
日
目
の
晩
に
亡
く
な
っ
て
し
ま

う
と
い
う
も
の
で
す
。興
味
深
い
の
は
、地
方
に

よ
っ
て
描
か
れ
る
小
町
像
が
全
く
違
う
こ
と
。秋

田
で
は
心
も
清
ら
か
な
女
性
だ
と
謳
わ
れ
て
い

ま
す
が
、和
歌
山
で
は
小
悪
魔
的
な
イ
メ
ー
ジ
で

描
か
れ
て
い
ま
す
。小
町
ほ
ど
有
名
で
あ
り
な

が
ら
、謎
に
包
ま
れ
た
女
性
は
い
ま
せ
ん
。絶
世

の
美
女
で
あ
る
が
ゆ
え
、き
っ
と
人
々
の
想
像
力

を
か
き
立
て
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

華
頂
は
学
業
は
も
ち
ろ
ん
、楽
し
い
行
事
が
た
く

さ
ん
あ
り
、と
て
も
充
実
し
た
学
生
生
活
が
送
れ

ま
す
。２
年
間
は
あ
っ
と
い
う
間
な
の
で
、色
ん
な

こ
と
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
、楽
し
い
思
い
出
を
た
く

さ
ん
つ
く
り
に
来
て
く
だ
さ
い
！

渡邊 久瑠実
歴史文化学科  
2回生

［京都府立峰山高校出身］
さん

江
戸
時
代
の
食
文
化

﹇ 

テ
ーマ 

﹈

﹇
先
輩
と
し
て
ひ
と
こ
と
﹈

「
米・大
根・豆
腐
」は
江
戸
の
三
白
と
呼
ば
れ
る

庶
民
に
広
く
普
及
し
て
い
ま
し
た
。そ
の
調
理

法
は
実
に
多
彩
で
、江
戸
時
代
に「
百
珍
も
の
」

と
い
う
ジャン
ル
で
ひ
と
つ
の
食
材
か
ら
百
種
類
の

料
理
を
作
る
レシ
ピ
本
が
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。そ
の
先
駆
け
と
な
っ
た「
豆
腐
百

珍
」は
、江
戸
時
代
の
食
の
豊
か
さ
や
家
庭
料

理
な
ど
が
伺
い
知
れ
る
資
料
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、京
都
は
豆
腐
が
お
い
し
い
こ
と
で
有
名
で

す
が
、江
戸
時
代
か
ら
す
で
に
京
都
名
物
と
し

て
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
し
た
。現
在
も
八
坂

神
社
の
境
内
に
店
を
構
え
る「
中
村
楼
」は
当

時
の
文
献
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。出
水
や

今
出
川
の
よ
う
に
湧
き
水
を
物
語
る
地
名
も

多
く
、京
都
の
豊
か
な
地
下
水
が
豆
腐
の
評
価

を
高
め
た
の
で
は
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

興
味
の
あ
る
こ
と
を
学
ぶ
時
間
は
決
し
て
無
駄

な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。私
が
歴
史
と
と
も
に

過
ご
し
た
２
年
間
は
、と
て
も
充
実
し
た
も
の
で

あ
り
、人
生
の
栄
養
に
な
り
ま
し
た
。ぜ
ひ
、「
好

き
」に
浸
れ
る
学
生
生
活
を
送
っ
て
く
だ
さ
い
。 山田　楓

歴史文化学科  
2回生

［秋田県立秋田北高校出身］
さん

モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
と

そ
の
社
会
的
影
響

﹇ 
テ
ーマ 

﹈

小
野
小
町
と

そ
の
伝
説
に
つ
い
て

﹇ 

テ
ーマ 

﹈

会
津
藩
と
戊
辰
戦
争

〜
会
津
藩
士
の

　
精
神
性
を
中
心
に
〜

〜
豆
腐
〜

﹇ 

テ
ーマ 

﹈

﹇ 

平
成
25
年
度 

﹈

﹇
先
輩
と
し
て
ひ
と
こ
と
﹈

慶
応
３
年（
１
８
６
７
年
）に
、政
権
を
掛
け
た

戊
辰
戦
争
が
開
戦
し
ま
し
た
。会
津
藩
を
含

め
た
幕
府
軍
は
、長
州
藩
、薩
摩
藩
が
主
体
の

新
政
府
軍
の
圧
倒
的
な
勢
力
に
押
さ
れ
る
だ

け
で
な
く
、幕
府
軍
内
か
ら
寝
返
る
藩
が
出
た

り
、武
器
や
食
糧
な
ど
の
不
足
に
陥
っ
た
り
と

不
利
な
状
況
に
立
た
さ
れ
ま
す
。天
皇
を
守
る

京
都
守
護
職
と
い
う
役
割
を
全
う
し
な
が
ら

も「
朝
廷
の
敵
」と
い
う
汚
名
を
着
せ
ら
れ
、文

字
通
り
身
も
心
も
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
り
な
が
ら

も
、最
後
の
最
後
ま
で
戦
い
抜
い
た
会
津
藩
士

た
ち
。そ
の
裏
側
に
は
、幼
い
頃
よ
り
徹
底
さ
れ

て
き
た
武
士
道
教
育
に
よ
る〝
敢
闘
精
神
〞が

あ
り
ま
し
た
。そ
し
て
何
よ
り
、会
津
藩
一人
ひ

と
り
が
自
ら
の
大
義
に一
片
の
疑
い
も
持
た
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
す
。

華
頂
の
歴
史
学
科
は
少
人
数
ク
ラ
ス
な
の
で
、学

科
の
み
ん
な
と
仲
良
く
な
れ
ま
す
。テ
ス
ト
期
間

に
は
レ
ポ
ー
ト
の
課
題
を
相
談
し
合
っ
た
り
、休
み

時
間
に
は
趣
味
や
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
話
題
で
い
つ

も
盛
り
上
が
っ
て
い
ま
す
よ
！

高橋 佑果
歴史文化学科  
2回生

［滋賀県立野洲高校出身］
さん

﹇ 

卒
業
レ
ポ
ー
ト 

﹈

肌
で
感
じ
る

歴
史
と
文
化
が

そ
こ
に
あ
る
。

a

a

c

d

b

c

d

フィールドワーク
case: 02
p.05～p.06

竹
田
城
に
つ
い
て

刑
罰
の
変
遷 

　
〜
近
世
か
ら
近
代
へ
〜

八
上
城 

　
〜
織
田
政
権
の
丹
波
攻
略
と
民
話
〜

戦
国
時
代
の
お
も
て
な
し

日
本
の
寺
院
建
築
と
背
景

大
奥
の
歴
史

ガ
ス
パ
ー
ル・ヴ
ィ
レ
ラ
の

布
教
活
動

戦
国
時
代
の
婚
姻

釜
ヶ
崎
の
歴
史
的
形
成

真
田
家
の

関
ヶ
原
と
大
坂
の
陣

近
代
の
出
雲
大
社

太
宰
治
と
心
中
に
つ
い
て

わ
ら
べ
唄
の
歴
史

・・・・・・・・・・・・・

至大阪 JR東海道線

阪急京都線 四条（烏丸）

烏丸御池至二条
地下鉄東西線

河原町

四条通

御池通

今出川通

北山通

烏
丸
通

河
原
町
通

祇園四条

三条 東山

出町柳

地
下
鉄 

烏
丸
線

京
阪
電
鉄

叡
山
電
鉄

宝
ヶ
池

宝
ヶ
池
松ヶ崎

至
八
瀬
比
叡
山
口

国際
会館

叡山電鉄鞍馬線
木野京

都
精
華
大
学
前

北山

小町寺

至東京
京都駅

b
フィールドワーク
case: 01
p.03～p.04

卒業レポートの成果を報告する発表会
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鹿
島
神
宮﹇
宗
教
﹈

 

春
日
大
社﹇
宗
教
﹈

 

賀
茂
別
雷
神
社﹇
宗
教
﹈

 

晴
鴨
楼﹇
旅
館
﹈

 

京
都
公
証
人
合
同
役
場

 

レ
ー
ク
伊
吹
農
業
協
同
組
合

（
株
）ベルマ
リ
エ

 

ブ
ラ
イ
ダ
ル
扇
屋

・・・・・・・・
【 

サ
ー
ビ
ス 

】

創
業
三
百
年
の
老
舗
京
菓
子
店
で
、

日
本
の
文
化
や
お
も
て
な
し
の
心
を
日
々
勉
強
中
で
す
。

歴
史
文
化
学
科  

2
0
1
3
年
卒
業

﹇ 

京
都
府
立
大
江
高
校
出
身 

﹈

金
澤 

真
弓

鍵
善
良
房 

﹇
京
都
市
﹈ 

勤
務

さ
ん

歴
史
が
好
き
だ
か
ら
、仕
事
も
頑
張
れ
る
。

華
頂
で
の
経
験
全
て
が
今
に
活
か
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
西
法
衣
仏
具
店 

﹇
京
都
市
﹈ 

勤
務

も
と
も
と
歴
史
が
大
好
き
だ
っ
た
私

は
、「
卒
業
し
て
も
、京
都
の
街
で
歴

史
を
感
じ
ら
れ
る
職
業
に
就
き
た

い
」と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。現

在
は
江
戸
時
代
か
ら
続
く
京
菓
子

店
で
ご
進
物
等
の
接
客
販
売
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。ひ

と
く
ち
に
販
売
と
言
っ
て
も
、場
所
柄
、観
光
客
の
方
も
多
く
、京
都

の
地
理
や
歴
史
に
つ
い
て
の
知
識
も
必
要
と
な
り
ま
す
。そ
ん
な
時

も
、戸
惑
わ
ず
に
し
っ
か
り
と〝
京
都
の
良
さ
〞を
伝
え
ら
れ
る
の
は
、

華
頂
で
過
ご
し
た
２
年
間
の
賜
物
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、ご
進

物
の
場
合
、の
し
の
書
き
方
や
包
装
の
仕
方
な
ど
、数
々
の
し
き
た
り

を
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。初
め
は
苦
労
し
ま
し
た
が
、

先
輩
方
に
教
え
て
い
た
だ
い
た
お
か
げ
で
今
で
は
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。日
本
の「
贈
る
」と
いっ
た
文
化
や
マ
ナ
ー
、お
も
て

な
し
の
心
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
も
、京
都
の
老
舗
だ
か
ら
こ
そ
。

そ
ん
な
環
境
で
働
け
る
こ
と
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。

華
頂
の
歴
史
学
科
で
は
、本
当
に
楽

し
い
思
い
出
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。「
歴

史
好
き
」と
い
う
共
通
点
を
持
っ
た
仲

間
が
集
ま
っ
て
い
る
の
で
、み
ん
な
あ
っ

と
い
う
間
に
仲
良
く
な
り
ま
し
た
。

少
人
数
な
の
で
、自
然
と
結
束
力
も
強
ま
り
ま
す
。時
に
は
生
菓
子

づ
く
り
体
験
に
出
掛
け
る
な
ど
、ど
の
授
業
も
本
当
に
面
白
か
っ
た

で
す
ね
。歴
史
に
興
味
の
あ
る
人
な
ら
最
高
に
楽
し
め
る
学
科
な
の

で
、ぜ
ひ
華
頂
に
入
学
し
て
く
だ
さ
い
。

約
1
5
0
年
の
歴
史
を
持
つ
老
舗
仏
具
店
で
、主
に
仏
具
の
発
注
や

商
品
の
包
装
な
ど
を
担
当
し
て
い
ま
す
。学
生
時
代
に
学
ん
だ
歴
史

学
は
、今
の
仕
事
で
と
て
も
役
立
っ
て
い
ま
す
。た
と
え
ば
、「
京
の
服

飾
」と
い
う
授
業
で
学
ん
だ
繊
維
や
装
束
の
基
礎
知
識
や
、フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
で
訪
れ
た
寺
社
で
の
体
験
な
ど
、多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。ま
た
、

ど
ん
な
も
の
に
も
歴
史
が
あ
り
、そ
れ
を
自
然
と
学
ぼ
う
と
す
る
姿

勢
が
身
に
つ
い
た
た
め
、袈
裟
や
仏
具
の
成
立
ち
か
ら
商
品
を
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。仕
事
の
や
り
が
い
を
感
じ
る
瞬
間
は
、お
客
様

か
ら「
あ
り
が
と
う
」の
言
葉
を
い
た
だ
け
た
時
。中
に
は
わ
ざ
わ
ざ
お

電
話
を
く
だ
さ
る
方
も
い
て
、「
少
し
で
も
誰
か
の
お
役
に
立
て
た
」と

い
う
喜
び
と「
次
も
頑
張
ろ
う
！
」と
い
う
気
持
ち
で
いっ
ぱ
い
に
な
り

ま
す
ね
。華
頂
を
卒
業
し
て
数
年
が
経
ち
ま
し
た
が
、今
で
も
歴
史

が
大
好
き
で
す
。歴
史
を
知
る
楽
し
さ
、そ
れ
を
伝
え
る
大
切
さ
を

仕
事
に
活
か
せ
る
よ
う
、こ
れ
か
ら
も
勉
強
し
続
け
て
い
き
た
い
で
す
。

小
学
校
３
年
生
か
ら
ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
に
所
属
し
、そ
の
活
動
母
体
が

春
日
大
社
だ
っ
た
た
め
、行
事
の
手
伝
い
や
清
掃
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど

に
参
加
し
て
い
ま
し
た
。長
年
親
し
ん
で
き
た
神
社
だ
け
あ
り
、巫

女
と
し
て
採
用
し
て
い
た
だ
け
た
時
は
本
当
に
嬉
し
か
っ
た
で
す
ね
。

今
の
仕
事
は
御
守
り
の
授
与
な
ど
が
中
心
で
す
が
、ゆ
く
ゆ
く
は
お

神
楽
の
奉
納
時
に
舞
を
踊
っ
た
り
と
大
役
を
任
さ
れ
る
こ
と
も
。長

い
歴
史
と
伝
統
を
持
ち
、世
界
中
か
ら
観
光
客
や
参
拝
客
が
訪
れ

る
神
社
で
す
か
ら
、巫
女
と
し
て
恥
ず
か
し
く
な
い
知
識
と
教
養
、

人
間
性
を
磨
い
て
い
き
た
い
で
す
ね
。華
頂
の
歴
史
学
科
で
は
、歴
史

と
伝
統
に
対
す
る
探
究
心
を
培
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。も
と
も
と

歴
史
が
好
き
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、自
ら
資
料
を
探
し
、知
識
を

得
る
こ
と
の
喜
び
や
達
成
感
は
、こ
の
学
科
だ
か
ら
こ
そ
味
わ
え
た

気
持
ち
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。華
頂
で
学
ん
だ
経
験
や
た
く
さ
ん
の

出
会
い
を
力
に
変
え
て
、こ
れ
か
ら
も
精
進
し
た
い
で
す
。

憧
れ
の
春
日
大
社
で
晴
れ
て
巫
女
さ
ん
に
！

や
り
が
い
いっ
ぱ
い
の
毎
日
で
す
。

春
日
大
社 

﹇
奈
良
市
﹈ 

勤
務

学
生
時
代
の
思
い
出
が
、

今
で
も
私
の
宝
物
で
す
。

ず
っ
と
歴
史
と一緒
に
。

卒
業
し
て
も
、

自
分
の「
好
き
」を
、仕
事
や
人
生
に
活
か
す
。

華
頂
の
歴
史
学
科
は
、た
だ
歴
史
を
学
習
す
る
だ
け
の
学
科
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

京
都
の
街
で
直
接
歴
史
や
文
化
に
ふ
れ
、

そ
れ
に
関
わ
る
た
く
さ
ん
の
人
々
と
出
会
い
、自
ら
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
れ
は
、「
卒
業
し
た
ら
終
わ
り
」で
は
な
く
、生
き
方
そ
の
も
の
に
活
か
し
て
い
け
る
歴
史
学
。

さ
ま
ざ
ま
な
フ
ィ
ー
ル
ド
で
、た
く
さ
ん
の
先
輩
た
ち
が
活
躍
中
で
す
。

歴
史
文
化
学
科  

2
0
1
2
年
卒
業

﹇ 

京
都
府
立
向
陽
高
校
出
身 

﹈

寳
嶋 

美
希
さ
ん

歴
史
文
化
学
科  

2
0
1
4
年
卒
業

﹇ 

奈
良
県
立
山
辺
高
校
出
身 

﹈

伊
原 

淑
恵
さ
ん

・・・・・・・・・ （
株
）大
西
法
衣
仏
具
店

（
株
）岩
井
製
菓

（
株
）鍵
善
良
房

（
株
）永
楽
屋

 

桂
新
堂（
株
）

 

ユニ
チ
カ（
株
）

（
株
）日
本
デ
リ
カ
フ
レッシュ

（
株
）ク
レ
ヨ
ン

（
株
）ク
ロ
ス
カ
ン
パニ
ー

【 

製
造
業 

】

・・・・  

秋
田
県
立
博
物
館

 

彦
根
市
立
図
書
館

 （
学
）佛
教
教
育
学
園 

　
　

 

京
都
華
頂
大
学

 

大
久
保
自
動
車
教
習
所

【 

教
育 

】

・・・・・・・  

リ
ビ
ン
ズ
西
岡
家
具
店

（
株
）ホ
ン
ダ
オ
ー
ト
フ
ク
ナ
ガ

 

キ
ン
キ
テ
レコム（
株
）

（
株
）阪
食

 

ダ
イ
ト（
株
）

（
株
）キ
ャ
メ
ル
珈
琲

（
株
）ワ
ン
ズ
オ
ウ
ン

【 

卸
売・小
売 

】

・・・・ （
医
）新
緑
会 

森
井
眼
科
医
院

（
医
）隅
田
眼
科
医
院

（
医
）大
友
整
形
外
科

（
医
）ま
ぶ
ち
歯
科
ク
リ
ニッ
ク

【 

医
療・福
祉 

】

・（
株
）フ
ジ
ホ
ー
ム

ほ
か

【 

建
設 

】

・・・  

東
近
江
市
役
所

 

長
浜
市
役
所

 

京
都
与
謝
野
町
有
線
テ
レ
ビ

【 

公
務 

】

就
職
先
一
覧

◎

﹇ 

過
去
3
年（
例
示
） 

﹈

※ 学生の学年表記は取材時（2013年度）のものです。 また、学科表記については、入学時の名称で表しています。 卒業生の勤務先は取材時（2013年度）のものです。
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