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赤
松
■
深
草
の
国
際
ハ
ウ
ス
は
、海
外
か
ら
の
留

学
生
と
日
本
人
在
校
生
が
共
同
生
活
を
送
り

な
が
ら
相
互
理
解
を
深
め
る
場
と
し
て
設
け
ま

し
た
。ま
た
15
年
度
か
ら
供
用
を
開
始
す
る
深

草
キ
ャ
ン
パ
ス
和
顔
館
に
は
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュラ
ウ

ン
ジ
や
マ
ル
チ
リ
ン
ガ
ル
ラ
ウ
ン
ジ
等
を
設
け
、多

文
化
共
生
コ
モ
ン
ズ（
共
同
で
学
び
合
う
場
）に

し
て
い
き
ま
す
。今
後
も「
時
代
が
大
学
に
求

め
る
も
の
」を
つ
ぶ
さ
に
キ
ャッ
チ
し
て
、そ
れ
に

か
な
う
教
育
や
研
究
を
進
め
な
く
て
は
な
り
ま

せ
ん
。そ
れ
と
と
も
に「
人
間
を
深
く
見
つ
め
、

理
解
す
る
」と
い
う
本
学
の
本
質
を
、さ
ら
に
深

め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

大
道
●
龍
谷
大
学
さ
ん
の
さ
ら
な
る
ご
発
展
を

心
よ
り
祈
念
い
た
し
ま
す
。本
日
は
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

に「
科
学
を
人
間
の
た
め
に
ど
う
役
立
て
る
か
」

の
実
践
で
す
ね
。

赤
松
■
現
在
は
20
世
紀
初
頭
に
敦
煌
莫
高
窟

で
発
見
さ
れ
た
大
量
の
文
書
の
一
部
、い
わ
ゆ

る
フ
ラ
ン
ス
の「
ペ
リ
オ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」で
す
が
、

こ
の
文
献
資
料
の
科
学
的
分
析
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

と
そ
の
結
果
の
公
開
を
進
め
て
い
ま
す
。ま
た
、

中
国
の
ト
ル
フ
ァ
ン
郊
外
に
あ
る
ベ
ゼ
ク
リ
ク
石

窟
寺
院
の
大
回
廊
を
デ
ジ
タ
ル
復
元
し
、最
新

の
画
像
技
術
で
よ
み
が
え
っ
た
荘
厳
華
麗
な
壁

画
を
本
学
が
運
営
す
る
仏
教
総
合
博
物
館

「
龍
谷
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」（
京
都
市
下
京
区
）で
公

開
。ア
ジ
ア
に
咲
い
た〝
仏
教
の
美
〞を
広
く
ご

紹
介
で
き
る
よ
う
に
努
め
て
い
ま
す
。

大
道
●
貴
学
は
蓄
え
ら
れ
た
知
的
財
産
の
エ

ク
ス
テ
ン
シ
ョ
ン（
普
及
）に
も
と
て
も
熱
心
で
、

91
年
に
瀬
田
キ
ャ
ン
パ
ス
、２
０
０
１
年
に
は
深

草
キ
ャ
ン
パ
ス
で
開
設
さ
れ
た
龍
谷
エ
ク
ス
テ
ン

シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー（
Ｒ
Ｅ
Ｃ
）は
そ
の
象
徴
で
す
。

共
同
研
究
や
受
託
研
究
な
ど
の
産
学
官
連
携

に
よ
り
滋
賀
経
済
は
大
き
な
恩
恵
を
受
け
て

い
ま
す
し
、レ
ン
タ
ル
ラ
ボ
か
ら
孵
化
し
た
ベ
ン

チ
ャ
ー
企
業
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

赤
松
■
Ｒ
Ｅ
Ｃ
は
地
域
社
会
へ
知
的
資
源
を
還

元
す
る
窓
口
で
あ
り
、生
涯
学
習
等
の
公
開
講

座
や
、学
生
サ
ー
ク
ル
が
子
供
た
ち
に
野
球
や

国
内
の
仏
教
系
大
学
と
し
て
は
初
の
自
然
科
学

系
学
部
で
あ
る
理
工
学
部
を
新
設
し
た
背
景

に
は
、科
学
技
術
の
著
し
い
発
展
に
対
す
る
問

題
意
識
が
あ
り
ま
し
た
。技
術
革
新
が
進
む
一

方
で
、そ
の
技
術
を
人
間
社
会
が
ど
の
よ
う
に

享
受
す
る
の
か
、科
学
は
我
々
に
何
を
も
た
ら

す
の
か
と
い
う
観
点
と
の
距
離
が
広
が
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
の
で
す
。そ
れ
な
ら
ば
、人
間
や

社
会
へ
の
洞
察
を
積
み
重
ね
て
き
た
本
学
な
ら

で
は
の
視
点
で
、科
学
技
術
の
革
新
と
い
う
テ
ー

マ
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、そ
の
基
盤
で
あ
る

〝
科
学
と
人
間
を
つ
な
ぐ
〞哲
学
や
倫
理
観
を

構
築
し
て
い
こ
う
。そ
う
考
え
た
わ
け
で
す
。

大
道
●
先
ほ
ど「
古
典
籍
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ

研
究
セ
ン
タ
ー
」を
見
学
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。貴
学
が
保
存
さ
れ
て
い
る
貴
重
な
歴
史
資

料
を
後
世
へ
遺
す
た
め
、高
精
細
デ
ジ
タ
ル
映
像

技
術
を
駆
使
し
た
文
化
財
や
文
化
遺
産
の
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
化
に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。ま
さ

大
道
●
仏
教
思
想
に
明
る
く
な
い
私
に
も
、目

に
見
え
な
い
大
き
な
存
在
に
よって
生
か
さ
れ
て

い
る
と
い
う
感
覚
は
理
解
で
き
ま
す
。そ
れ
は

自
然
の
恵
み
や
宇
宙
の
営
み
な
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、そ
の
感
覚
を
持
つ
こ
と
で
謙
虚
さ
や
感

謝
の
心
が
芽
生
え
、他
者
を
尊
重
す
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。貴
学
の
建
学
精
神
に
は
信
条
の
違

い
を
超
え
た
普
遍
性
を
感
じ
ま
す
。

赤
松
■
本
日
お
越
し
い
た
だ
い
た
こ
の
瀬
田

キ
ャ
ン
パ
ス
を
１
９
８
９
年
に
開
設
し
、同
時
に

大
道
●「
真
実
を
求
め
、真
実
に
生
き
、真
実
を

顕
か
に
す
る
」。浄
土
真
宗
の
教
え
に
基
づ
く
こ

の
建
学
の
精
神
を
、今
の
学
生
さ
ん
に
も
伝
わ

り
や
す
い
よ
う
、「
平
等
の
心
、自
立
の
心
、内
省

の
心
、感
謝
の
心
、平
和
の
心
」の
五
つ
の
言
葉
で

表
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

赤
松
■
１
６
３
９（
寛
永
16
）年
、西
本
願
寺
の

境
内
に
設
け
ら
れ
た
学
寮（
宗
学
の
研
究
機

関
）を
ル
ー
ツ
と
す
る
本
学
は
、宗
祖
親
鸞
聖
人

の
教
え
を
根
底
に
据
え
、３
７
６
年
に
及
ぶ
歴

史
を
刻
ん
で
き
ま
し
た
。阿
弥
陀
仏
の
願
い
が

全
て
の
人
類
を
等
し
く
照
ら
し
、そ
の
お
か
げ

で
私
た
ち
は
無
量
の
生
命
に
恵
ま
れ
て
い
る
。

こ
ん
な
認
識
に
立
っ
た
う
え
で
、生
か
さ
れ
て
い

る
こ
と
へ
の
感
謝
を
忘
れ
ず
、全
て
の
生
命
を
尊

び
、真
実
を
求
め
て
真
実
に
生
き
る
自
立
の
心

を
持
ち
、常
に
わ
が
身
を
省
み
な
が
ら
、人
類
の

平
和
な
共
存
を
願
う
。そ
の
よ
う
な
人
間
を
育

て
て
い
き
た
い
。そ
れ
こ
そ
が
建
学
の
精
神
を
実

践
す
る
道
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

長
期
計
画
」の
折
り
返
し
に
あ
た
る
15
年
度
の

最
大
の
柱
は
、瀬
田
キ
ャ
ン
パ
ス
で
の
農
学
部
新

設
と
、国
際
文
化
学
部

の
国
際
学
部
へ
の
改
組

と
深
草
キ
ャ
ン
パ
ス
移
転

で
す
ね
。全
国
的
に
見
て

も
農
学
部
の
名
称
を
持

つ
学
部
の
新
設
は
35
年

ぶ
り
だ
と
聞
い
て
い
ま
す
。

赤
松
■
80
年
代
以
降
、日

本
は
高
度
工
業
社
会
の

実
現
を
目
指
し
て
き
ま

し
た
。一
方
で
、全
国
で

耕
作
放
棄
地
が
増
え
、地

方
は
疲
弊
の
色
を
深
め
て

い
ま
す
。食
の
安
心・安
全

の
ゆ
ら
ぎ
や
健
康
へ
の
不

安
も
発
生
し
て
い
ま
す
。

世
界
へ
目
を
向
け
れ
ば
飢

餓
に
苦
し
む
人
々
の
い
か

に
多
い
こ
と
か
。今
後
は

人
口
増
加
に
よ
る
食
糧

不
足
も
懸
念
さ
れ
ま
す
。

い
ま
一
度
、「
食
の
大
切

さ
、あ
り
が
た
さ
」を
再

認
識
し
、農
業
を
基
盤
に

し
た
地
域
社
会
づ
く
り

に
向
き
合
う
べ
き
だ
と
思

い
ま
す
。

職
に
強
い
龍
谷
大
学
」を
目
指
さ
れ
、13
年
度

に
は
９
４・７
％
と
い
う
高
い
就
職・進
路
決
定

率
を
達
成
さ
れ
て
い
ま
す
。さ
ら
に
、雑
誌
社
が

13
年
に
発
表
し
た
就
業
後
の
社
会
的・職
業
的

自
立
能
力
を
表
す「
就
業
力
」で
関
西
圏
大
学

１
位
に
輝
か
れ
ま
し
た
。

赤
松
■
専
門
の
キ
ャ
リ
ア
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設

け
て
サ
ポ
ー
ト
体
制
の
充
実
を
図
っ
た
ほ
か
、ゼ

ミ
で
も
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
よ
る
自
己
分

析
力
指
導
を
組
み
入
れ
る
な
ど
、キ
ャ
リ
ア
教

育
を
日
常
教
育
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
て

取
り
組
ん
で
き
た
成
果
だ
と
思
って
い
ま
す
。

大
道
●
多
く
の
企
業
が
新
卒
者
に
求
め
る
も
の

は
、専
門
知
識
よ
り
も
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョン
能
力

や
人
と
話
す
力
で
す
。最
近
の
若
い
人
は
ビ
ジ
ネ

ス
の
場
で
の
自
己
表
現
が
不
得
手
な
よ
う
で
す
が
。

赤
松
■
今
の
社
会
に
は「
小
さ
な
失
敗
も
許
さ

な
い
」と
いっ
た
空
気
が
蔓
延
し
て
い
て
、幼
い
頃

か
ら〝
自
分
を
装
う
〞〝
体
面
を
保
つ
〞こ
と
を

身
に
つ
け
る
傾
向
に
あ
る
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。自
分
の
不
十
分
な
と
こ
ろ
を
受
け
入
れ
る
、

壁
を
つ
く
ら
ず
に
人
と
接
す
る
と
い
う
姿
勢
が
、

成
長
に
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。

大
道
●
な
る
ほ
ど
。我
々
の
側
も
彼
ら
が
気
負

い
を
持
た
ず
自
由
闊
達
に
話
が
で
き
る
雰
囲
気

を
つ
く
る
こ
と
が
重
要
で
す
ね
。さ
て
、「
第
５
次

期
人
口
の
減
少
が
進
み
、ど
こ
の
大
学
で
も
今

が
転
換
期
だ
と
実
感
さ
れ
て
い
ま
す
。

赤
松
■
そ
れ
に
伴
い
、産
業
界
や
学
術
団
体
等

を
は
じ
め
社
会
か
ら
の〝
大
学
の
価
値
〞への
期
待

が
か
つ
て
な
く
高
ま
っ
て
い
ま
す
。ど
ん
な
個
性

を
発
揮
す
る
の
か
。社
会
に
何
を
還
元
し
て
い
く

の
か
。こ
れ
か
ら
の
大
学
は
そ
れ
を
明
確
に
ブ
ラ

ン
ド
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
って
き

ま
す
。本
学
は「
進
取
と
共
生
、世
界
に
響
き
合

う
龍
谷
大
学
」の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
、２
０
１
０

年
度
か
ら
19
年
度
ま
で
の「
第
５
次
長
期
計
画
」

を
推
進
中
で
す
。こ
の
４
月
で
ち
ょ
う
ど
折
り
返

し
を
迎
え
ま
す
が
、過
去
５
年
間
で
教
育
改
革
、

国
際
化
、学
生
の
キ
ャ
リ
ア
支
援
を
は
じ
め
と
す

る
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

大
道
●「Y

ou,U
nlim

ited

」の
ス
ロ
ー
ガ
ン
や

新
ロ
ゴ
マ
ー
ク
を
策
定
し
た〝
新
し
い
龍
谷
ブ
ラ

ン
ド
の
開
発
〞も
そ
の
一
つ
で
す
ね
。

赤
松
■「
皆
さ
ん
は
無
限
の
可
能
性
を
持
って
い

ま
す
」と
い
う
メッ
セ
ー
ジ
で
、そ
の
可
能
性
の
追

求
と
開
花
を
呼
び
か
け
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
す
。未

来
を
目
指
す
情
熱
や
伸
び
や
か
な
成
長
を
表
す

ロ
ゴ
マ
ー
ク
は
、建
学
の
精
神
の
現
代
的
表
現
で

あ
る
と
と
も
に
、新
た
な
大
学
創
造
に
進
ん
で
い

く
意
志
を
社
会
に
明
確
に
発
信
す
る
も
の
で
す
。

大
道
●
過
去
５
年
間
の
取
り
組
み
の
中
で「
就

タ
ッ
チ
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
を
指
導
す
る
な
ど
、幅
広

い
活
動
で〝
開
か
れ
た
大
学
〞の
実
践
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

大
道
●
現
在
、８
学
部
１
短
期
大
学
部
で
２
万

人
も
の
学
生
さ
ん
が
学
ば
れ
て
い
ま
す
ね
。滋

賀
県
出
身
者
は
ど
れ
く
ら
い
で
す
か
？

赤
松
■
約
３
千
人
で
す
。卒
業
生
の
約
35
％
が

滋
賀
県
内
の
企
業
に
就
職
し
て
い
ま
す
。滋
賀

県
は
製
造
業
を
中
心
に
大
企
業
か
ら
中
小
企
業

ま
で
就
職
先
が
多
く
、恵
ま
れ
た
環
境
は
魅
力

で
す
ね
。

大
道
●
滋
賀
の
経
済
界
に
と
って
も
た
いへ
ん
喜

ば
し
い
こ
と
で
す
。し
か
し
、そ
の
一
方
で
学
齢

学
習
で
実
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
い
き
ま
す
。

同
時
に
、本
学
が
取
り
組
む
か
ら
に
は「
人
間
の

生
命
」と
い
う
普
遍
的
な
テ
ー
マ
を
ベ
ー
ス
に
考

え
て
い
き
た
い
。私
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
と
っ
て

〝
恵
ま
れ
た
〞尊
い
生
命
。そ
れ
を
慈
し
む
心
を

持
っ
て
日
本
社
会
の
課
題
や
世
界
の
食
糧
問
題

に
取
り
組
み
、農
業
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
き
る
人

財
を
育
て
ら
れ
れ
ば
と
思
って
い
ま
す
。

大
道
●
私
も
野
菜
を
育
て
て
い
ま
す
が
、農
に

関
わ
る
と
自
然
の
営
み
の
す
ご
さ
に
圧
倒
さ
れ

ま
す
。先
人
た
ち
も
こ
の
感
覚
の
中
か
ら
自
然

へ
の
感
謝
や
畏
怖
の
念
を
芽
吹
か
せ
、土
や
山

や
川
に
手
を
合
わ
せ
た
の
で
し
ょ
う
。農
は
心

の
あ
り
方
と
も
深
く
結
び
つ
い
て
い
ま
す
ね
。

次
に
国
際
学
部
の
改
組・移
転
に
つ
い
て
教
え
て

く
だ
さ
い
。

赤
松
■
多
様
な
言
語
を
学
び
、異
な
る
文
化
や

価
値
観
の
理
解
を
目
指
す
従
来
の
国
際
文
化

学
科
に
加
え
て
、英
語
に
よ
る
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
能
力
で
グ
ロ
ー
バ
ル
な
思
考
力
、倫
理
観
を
身

に
つ
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
学
科
を
新

設
し
、「
多
文
化
共
生
人
材
の
育
成
」を
一
層
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
進
め
て
い
き
ま
す
。国
際
都
市・

京
都
に
キ
ャ
ン
パ
ス
を
移
す
こ
と
で
世
界
中
か

ら
の
ビ
ジ
タ
ー
と
交
流
で
き
る
機
会
が
増
え
ま

す
し
、地
の
利
を
生
か
し
て
次
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル

人
財
の
育
成
に
全
力
投
球
し
て
い
き
ま
す
。

大
道
●
国
際
交
流
会
館「
り
ゅ
う
こ
く
国
際
ハ

ウ
ス
」を
13
年
に
開
設
さ
れ
ま
し
た
ね
。

大
道
●
学
長
が
指
摘
さ
れ
た
農
業
へ
の
危
機
意

識
に
つ
い
て
で
す
が
、地
方
銀
行
で
も「
農
で
地

域
を
活
性
化
し
よ
う
」と
い
う
動
き
が
出
て
い

ま
す
。当
行
も「
し
が
農
林
漁
業
成
長
産
業
化

フ
ァ
ン
ド
」を
用
意
し
て
、農
業
の
６
次
産
業
化

を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
生
産
者
の
支
援
に
努
め

て
い
ま
す
。

赤
松
■
６
次
産
業
化
は〝
真
の
農
業
再
生
〞に

欠
か
せ
な
い
テ
ー
マ
で
す
ね
。４
月
に
新
設
す
る

農
学
部
で
は
、「
い
の
ち
」を
支
え
る「
食
」、そ
の

食
を
提
供
す
る
基
盤
で
あ
る「
農
」を「
食
の
循

環
」と
捉
え
、農
作
物
の
生
産
だ
け
で
な
く
、

「
加
工・流
通・消
費・再
生
」に
至
る
食
の
循
環

サ
イ
ク
ル
を
学
び
ま
す
。ま
た
、植
物
生
命
学

科
、資
源
生
物
科
学
科
、食
品
栄
養
学
科
、食

料
農
業
シ
ス
テ
ム
学
科
の
４
学
科
に
よ
る
専
門

生
命
を
尊
び
、平
和
な
共
存
を
願
い

真
実
を
求
め
る
人
間
を
育
て
た
い

「
第
５
次
長
期
計
画
」を
進
め

大
学
の
個
性
を
明
確
に
発
信

科
学
と
人
間
を
つ
な
ぐ
視
点
か
ら

理
工
学
部
を
新
設

グローバルスタディーズ学科では卒業時のTOEIC®
目標スコアを定め、高い英語力を目指す

滋
賀
の
産
業
界
と
も
関
わ
り
が
深
い
龍
谷
大
学
。「
人
間
を
深
く
見
つ
め
、理
解
す
る
」姿
勢
で

教
育
・
研
究
に
取
り
組
み
、社
会
へ
の
還
元
を
続
け
る
。今
年
４
月
に
は
農
学
部
と
国
際
学
部

を
開
設
し
、新
た
な
大
学
創
造
を
目
指
し
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
動
く
。

あ
き
ら

と
ん
こ
う
ば
っ
こ
う
く
つ

ふ
　
か

03ページ／龍谷エクステンションセンター（REC）ロビーにて。上部に掲げられているのは龍谷大学のブランドスローガンとロゴマーク

新たに国際学部が開設される「深草キャンパス」（和顔館）



06 かけはし  2015.3 052015.3  かけはし

赤
松
■
深
草
の
国
際
ハ
ウ
ス
は
、海
外
か
ら
の
留

学
生
と
日
本
人
在
校
生
が
共
同
生
活
を
送
り

な
が
ら
相
互
理
解
を
深
め
る
場
と
し
て
設
け
ま

し
た
。ま
た
15
年
度
か
ら
供
用
を
開
始
す
る
深

草
キ
ャ
ン
パ
ス
和
顔
館
に
は
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュラ
ウ

ン
ジ
や
マ
ル
チ
リ
ン
ガ
ル
ラ
ウ
ン
ジ
等
を
設
け
、多

文
化
共
生
コ
モ
ン
ズ（
共
同
で
学
び
合
う
場
）に

し
て
い
き
ま
す
。今
後
も「
時
代
が
大
学
に
求

め
る
も
の
」を
つ
ぶ
さ
に
キ
ャッ
チ
し
て
、そ
れ
に

か
な
う
教
育
や
研
究
を
進
め
な
く
て
は
な
り
ま

せ
ん
。そ
れ
と
と
も
に「
人
間
を
深
く
見
つ
め
、

理
解
す
る
」と
い
う
本
学
の
本
質
を
、さ
ら
に
深

め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

大
道
●
龍
谷
大
学
さ
ん
の
さ
ら
な
る
ご
発
展
を

心
よ
り
祈
念
い
た
し
ま
す
。本
日
は
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

に「
科
学
を
人
間
の
た
め
に
ど
う
役
立
て
る
か
」

の
実
践
で
す
ね
。

赤
松
■
現
在
は
20
世
紀
初
頭
に
敦
煌
莫
高
窟

で
発
見
さ
れ
た
大
量
の
文
書
の
一
部
、い
わ
ゆ

る
フ
ラ
ン
ス
の「
ペ
リ
オ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」で
す
が
、

こ
の
文
献
資
料
の
科
学
的
分
析
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

と
そ
の
結
果
の
公
開
を
進
め
て
い
ま
す
。ま
た
、

中
国
の
ト
ル
フ
ァ
ン
郊
外
に
あ
る
ベ
ゼ
ク
リ
ク
石

窟
寺
院
の
大
回
廊
を
デ
ジ
タ
ル
復
元
し
、最
新

の
画
像
技
術
で
よ
み
が
え
っ
た
荘
厳
華
麗
な
壁

画
を
本
学
が
運
営
す
る
仏
教
総
合
博
物
館

「
龍
谷
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」（
京
都
市
下
京
区
）で
公

開
。ア
ジ
ア
に
咲
い
た〝
仏
教
の
美
〞を
広
く
ご

紹
介
で
き
る
よ
う
に
努
め
て
い
ま
す
。

大
道
●
貴
学
は
蓄
え
ら
れ
た
知
的
財
産
の
エ

ク
ス
テ
ン
シ
ョ
ン（
普
及
）に
も
と
て
も
熱
心
で
、

91
年
に
瀬
田
キ
ャ
ン
パ
ス
、２
０
０
１
年
に
は
深

草
キ
ャ
ン
パ
ス
で
開
設
さ
れ
た
龍
谷
エ
ク
ス
テ
ン

シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー（
Ｒ
Ｅ
Ｃ
）は
そ
の
象
徴
で
す
。

共
同
研
究
や
受
託
研
究
な
ど
の
産
学
官
連
携

に
よ
り
滋
賀
経
済
は
大
き
な
恩
恵
を
受
け
て

い
ま
す
し
、レ
ン
タ
ル
ラ
ボ
か
ら
孵
化
し
た
ベ
ン

チ
ャ
ー
企
業
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

赤
松
■
Ｒ
Ｅ
Ｃ
は
地
域
社
会
へ
知
的
資
源
を
還

元
す
る
窓
口
で
あ
り
、生
涯
学
習
等
の
公
開
講

座
や
、学
生
サ
ー
ク
ル
が
子
供
た
ち
に
野
球
や

国
内
の
仏
教
系
大
学
と
し
て
は
初
の
自
然
科
学

系
学
部
で
あ
る
理
工
学
部
を
新
設
し
た
背
景

に
は
、科
学
技
術
の
著
し
い
発
展
に
対
す
る
問

題
意
識
が
あ
り
ま
し
た
。技
術
革
新
が
進
む
一

方
で
、そ
の
技
術
を
人
間
社
会
が
ど
の
よ
う
に

享
受
す
る
の
か
、科
学
は
我
々
に
何
を
も
た
ら

す
の
か
と
い
う
観
点
と
の
距
離
が
広
が
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
の
で
す
。そ
れ
な
ら
ば
、人
間
や

社
会
へ
の
洞
察
を
積
み
重
ね
て
き
た
本
学
な
ら

で
は
の
視
点
で
、科
学
技
術
の
革
新
と
い
う
テ
ー

マ
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、そ
の
基
盤
で
あ
る

〝
科
学
と
人
間
を
つ
な
ぐ
〞哲
学
や
倫
理
観
を

構
築
し
て
い
こ
う
。そ
う
考
え
た
わ
け
で
す
。

大
道
●
先
ほ
ど「
古
典
籍
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ

研
究
セ
ン
タ
ー
」を
見
学
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。貴
学
が
保
存
さ
れ
て
い
る
貴
重
な
歴
史
資

料
を
後
世
へ
遺
す
た
め
、高
精
細
デ
ジ
タ
ル
映
像

技
術
を
駆
使
し
た
文
化
財
や
文
化
遺
産
の
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
化
に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。ま
さ

大
道
●
仏
教
思
想
に
明
る
く
な
い
私
に
も
、目

に
見
え
な
い
大
き
な
存
在
に
よって
生
か
さ
れ
て

い
る
と
い
う
感
覚
は
理
解
で
き
ま
す
。そ
れ
は

自
然
の
恵
み
や
宇
宙
の
営
み
な
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、そ
の
感
覚
を
持
つ
こ
と
で
謙
虚
さ
や
感

謝
の
心
が
芽
生
え
、他
者
を
尊
重
す
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。貴
学
の
建
学
精
神
に
は
信
条
の
違

い
を
超
え
た
普
遍
性
を
感
じ
ま
す
。

赤
松
■
本
日
お
越
し
い
た
だ
い
た
こ
の
瀬
田

キ
ャ
ン
パ
ス
を
１
９
８
９
年
に
開
設
し
、同
時
に

大
道
●「
真
実
を
求
め
、真
実
に
生
き
、真
実
を

顕
か
に
す
る
」。浄
土
真
宗
の
教
え
に
基
づ
く
こ

の
建
学
の
精
神
を
、今
の
学
生
さ
ん
に
も
伝
わ

り
や
す
い
よ
う
、「
平
等
の
心
、自
立
の
心
、内
省

の
心
、感
謝
の
心
、平
和
の
心
」の
五
つ
の
言
葉
で

表
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

赤
松
■
１
６
３
９（
寛
永
16
）年
、西
本
願
寺
の

境
内
に
設
け
ら
れ
た
学
寮（
宗
学
の
研
究
機

関
）を
ル
ー
ツ
と
す
る
本
学
は
、宗
祖
親
鸞
聖
人

の
教
え
を
根
底
に
据
え
、３
７
６
年
に
及
ぶ
歴

史
を
刻
ん
で
き
ま
し
た
。阿
弥
陀
仏
の
願
い
が

全
て
の
人
類
を
等
し
く
照
ら
し
、そ
の
お
か
げ

で
私
た
ち
は
無
量
の
生
命
に
恵
ま
れ
て
い
る
。

こ
ん
な
認
識
に
立
っ
た
う
え
で
、生
か
さ
れ
て
い

る
こ
と
への
感
謝
を
忘
れ
ず
、全
て
の
生
命
を
尊

び
、真
実
を
求
め
て
真
実
に
生
き
る
自
立
の
心

を
持
ち
、常
に
わ
が
身
を
省
み
な
が
ら
、人
類
の

平
和
な
共
存
を
願
う
。そ
の
よ
う
な
人
間
を
育

て
て
い
き
た
い
。そ
れ
こ
そ
が
建
学
の
精
神
を
実

践
す
る
道
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

長
期
計
画
」の
折
り
返
し
に
あ
た
る
15
年
度
の

最
大
の
柱
は
、瀬
田
キ
ャ
ン
パ
ス
で
の
農
学
部
新

設
と
、国
際
文
化
学
部

の
国
際
学
部
へ
の
改
組

と
深
草
キ
ャ
ン
パ
ス
移
転

で
す
ね
。全
国
的
に
見
て

も
農
学
部
の
名
称
を
持

つ
学
部
の
新
設
は
35
年

ぶ
り
だ
と
聞
い
て
い
ま
す
。

赤
松
■
80
年
代
以
降
、日

本
は
高
度
工
業
社
会
の

実
現
を
目
指
し
て
き
ま

し
た
。一
方
で
、全
国
で

耕
作
放
棄
地
が
増
え
、地

方
は
疲
弊
の
色
を
深
め
て

い
ま
す
。食
の
安
心・安
全

の
ゆ
ら
ぎ
や
健
康
へ
の
不

安
も
発
生
し
て
い
ま
す
。

世
界
へ
目
を
向
け
れ
ば
飢

餓
に
苦
し
む
人
々
の
い
か

に
多
い
こ
と
か
。今
後
は

人
口
増
加
に
よ
る
食
糧

不
足
も
懸
念
さ
れ
ま
す
。

い
ま
一
度
、「
食
の
大
切

さ
、あ
り
が
た
さ
」を
再

認
識
し
、農
業
を
基
盤
に

し
た
地
域
社
会
づ
く
り

に
向
き
合
う
べ
き
だ
と
思

い
ま
す
。

職
に
強
い
龍
谷
大
学
」を
目
指
さ
れ
、13
年
度

に
は
９
４・７
％
と
い
う
高
い
就
職・進
路
決
定

率
を
達
成
さ
れ
て
い
ま
す
。さ
ら
に
、雑
誌
社
が

13
年
に
発
表
し
た
就
業
後
の
社
会
的・職
業
的

自
立
能
力
を
表
す「
就
業
力
」で
関
西
圏
大
学

１
位
に
輝
か
れ
ま
し
た
。

赤
松
■
専
門
の
キ
ャ
リ
ア
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設

け
て
サ
ポ
ー
ト
体
制
の
充
実
を
図
っ
た
ほ
か
、ゼ

ミ
で
も
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
よ
る
自
己
分

析
力
指
導
を
組
み
入
れ
る
な
ど
、キ
ャ
リ
ア
教

育
を
日
常
教
育
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
て

取
り
組
ん
で
き
た
成
果
だ
と
思
って
い
ま
す
。

大
道
●
多
く
の
企
業
が
新
卒
者
に
求
め
る
も
の

は
、専
門
知
識
よ
り
も
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョン
能
力

や
人
と
話
す
力
で
す
。最
近
の
若
い
人
は
ビ
ジ
ネ

ス
の
場
で
の
自
己
表
現
が
不
得
手
な
よ
う
で
す
が
。

赤
松
■
今
の
社
会
に
は「
小
さ
な
失
敗
も
許
さ

な
い
」と
いっ
た
空
気
が
蔓
延
し
て
い
て
、幼
い
頃

か
ら〝
自
分
を
装
う
〞〝
体
面
を
保
つ
〞こ
と
を

身
に
つ
け
る
傾
向
に
あ
る
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。自
分
の
不
十
分
な
と
こ
ろ
を
受
け
入
れ
る
、

壁
を
つ
く
ら
ず
に
人
と
接
す
る
と
い
う
姿
勢
が
、

成
長
に
つ
な
が
る
と
思
い
ま
す
。

大
道
●
な
る
ほ
ど
。我
々
の
側
も
彼
ら
が
気
負

い
を
持
た
ず
自
由
闊
達
に
話
が
で
き
る
雰
囲
気

を
つ
く
る
こ
と
が
重
要
で
す
ね
。さ
て
、「
第
５
次

期
人
口
の
減
少
が
進
み
、ど
こ
の
大
学
で
も
今

が
転
換
期
だ
と
実
感
さ
れ
て
い
ま
す
。

赤
松
■
そ
れ
に
伴
い
、産
業
界
や
学
術
団
体
等

を
は
じ
め
社
会
か
ら〝
大
学
の
価
値
〞へ
の
期
待

が
か
つ
て
な
く
高
ま
っ
て
い
ま
す
。ど
ん
な
個
性

を
発
揮
す
る
の
か
。社
会
に
何
を
還
元
し
て
い
く

の
か
。こ
れ
か
ら
の
大
学
は
そ
れ
を
明
確
に
ブ
ラ

ン
ド
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
って
き

ま
す
。本
学
は「
進
取
と
共
生
、世
界
に
響
き
合

う
龍
谷
大
学
」の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
、２
０
１
０

年
度
か
ら
19
年
度
ま
で
の「
第
５
次
長
期
計
画
」

を
推
進
中
で
す
。こ
の
４
月
で
ち
ょ
う
ど
折
り
返

し
を
迎
え
ま
す
が
、過
去
５
年
間
で
教
育
改
革
、

国
際
化
、学
生
の
キ
ャ
リ
ア
支
援
を
は
じ
め
と
す

る
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

大
道
●「Y

ou,U
nlim

ited

」の
ス
ロ
ー
ガ
ン
や

新
ロ
ゴ
マ
ー
ク
を
策
定
し
た〝
新
し
い
龍
谷
ブ
ラ

ン
ド
の
開
発
〞も
そ
の
一
つ
で
す
ね
。

赤
松
■「
皆
さ
ん
は
無
限
の
可
能
性
を
持
って
い

ま
す
」と
い
う
メッ
セ
ー
ジ
で
、そ
の
可
能
性
の
追

求
と
開
花
を
呼
び
か
け
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
す
。未

来
を
目
指
す
情
熱
や
伸
び
や
か
な
成
長
を
表
す

ロ
ゴ
マ
ー
ク
は
、建
学
の
精
神
の
現
代
的
表
現
で

あ
る
と
と
も
に
、新
た
な
大
学
創
造
に
進
ん
で
い

く
意
志
を
社
会
に
明
確
に
発
信
す
る
も
の
で
す
。

大
道
●
過
去
５
年
間
の
取
り
組
み
の
中
で「
就

タ
ッ
チ
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
を
指
導
す
る
な
ど
、幅
広

い
活
動
で〝
開
か
れ
た
大
学
〞の
実
践
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

大
道
●
現
在
、８
学
部
１
短
期
大
学
部
で
２
万

人
も
の
学
生
さ
ん
が
学
ば
れ
て
い
ま
す
ね
。滋

賀
県
出
身
者
は
ど
れ
く
ら
い
で
す
か
？

赤
松
■
約
３
千
人
で
す
。卒
業
生
の
約
35
％
が

滋
賀
県
内
の
企
業
に
就
職
し
て
い
ま
す
。滋
賀

県
は
製
造
業
を
中
心
に
大
企
業
か
ら
中
小
企
業

ま
で
就
職
先
が
多
く
、恵
ま
れ
た
環
境
は
魅
力

で
す
ね
。

大
道
●
滋
賀
の
経
済
界
に
と
って
も
た
いへ
ん
喜

ば
し
い
こ
と
で
す
。し
か
し
、そ
の
一
方
で
学
齢

学
習
で
実
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
い
き
ま
す
。

同
時
に
、本
学
が
取
り
組
む
か
ら
に
は「
人
間
の

生
命
」と
い
う
普
遍
的
な
テ
ー
マ
を
ベ
ー
ス
に
考

え
て
い
き
た
い
。私
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
と
っ
て

〝
恵
ま
れ
た
〞尊
い
生
命
。そ
れ
を
慈
し
む
心
を

持
っ
て
日
本
社
会
の
課
題
や
世
界
の
食
糧
問
題

に
取
り
組
み
、農
業
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
き
る
人

財
を
育
て
ら
れ
れ
ば
と
思
って
い
ま
す
。

大
道
●
私
も
野
菜
を
育
て
て
い
ま
す
が
、農
に

関
わ
る
と
自
然
の
営
み
の
す
ご
さ
に
圧
倒
さ
れ

ま
す
。先
人
た
ち
も
こ
の
感
覚
の
中
か
ら
自
然

へ
の
感
謝
や
畏
怖
の
念
を
芽
吹
か
せ
、土
や
山

や
川
に
手
を
合
わ
せ
た
の
で
し
ょ
う
。農
は
心

の
あ
り
方
と
も
深
く
結
び
つ
い
て
い
ま
す
ね
。

次
に
国
際
学
部
の
改
組・移
転
に
つ
い
て
教
え
て

く
だ
さ
い
。

赤
松
■
多
様
な
言
語
を
学
び
、異
な
る
文
化
や

価
値
観
の
理
解
を
目
指
す
従
来
の
国
際
文
化

学
科
に
加
え
て
、英
語
に
よ
る
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
能
力
で
グ
ロ
ー
バ
ル
な
思
考
力
、倫
理
観
を
身

に
つ
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
学
科
を
新

設
し
、「
多
文
化
共
生
人
材
の
育
成
」を
一
層
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
進
め
て
い
き
ま
す
。国
際
都
市・

京
都
に
キ
ャ
ン
パ
ス
を
移
す
こ
と
で
世
界
中
か

ら
の
ビ
ジ
タ
ー
と
交
流
で
き
る
機
会
が
増
え
ま

す
し
、地
の
利
を
生
か
し
て
次
代
の
グ
ロ
ー
バ
ル

人
財
の
育
成
に
全
力
投
球
し
て
い
き
ま
す
。

大
道
●
国
際
交
流
会
館「
り
ゅ
う
こ
く
国
際
ハ

ウ
ス
」を
13
年
に
開
設
さ
れ
ま
し
た
ね
。

大
道
●
学
長
が
指
摘
さ
れ
た
農
業
へ
の
危
機
意

識
に
つ
い
て
で
す
が
、地
方
銀
行
で
も「
農
で
地

域
を
活
性
化
し
よ
う
」と
い
う
動
き
が
出
て
い

ま
す
。当
行
も「
し
が
農
林
漁
業
成
長
産
業
化

フ
ァ
ン
ド
」を
用
意
し
て
、農
業
の
６
次
産
業
化

を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
生
産
者
の
支
援
に
努
め

て
い
ま
す
。

赤
松
■
６
次
産
業
化
は〝
真
の
農
業
再
生
〞に

欠
か
せ
な
い
テ
ー
マ
で
す
ね
。４
月
に
新
設
す
る

農
学
部
で
は
、「
い
の
ち
」を
支
え
る「
食
」、そ
の

食
を
提
供
す
る
基
盤
で
あ
る「
農
」を「
食
の
循

環
」と
捉
え
、農
作
物
の
生
産
だ
け
で
な
く
、

「
加
工・流
通・消
費・再
生
」に
至
る
食
の
循
環

サ
イ
ク
ル
を
学
び
ま
す
。ま
た
、植
物
生
命
学

科
、資
源
生
物
科
学
科
、食
品
栄
養
学
科
、食

料
農
業
シ
ス
テ
ム
学
科
の
４
学
科
に
よ
る
専
門

「ベゼクリク石窟寺院の大回廊」の復元画を前に画像技術の説明を聞く、左から岡田理工学
部教授、大道頭取、赤松徹眞学長

瀬田キャンパスに新設される農学部の新棟（完成予想パース）

国
際
学
部
へ
の
改
組・移
転
で

「
多
文
化
共
生
人
材
」育
成
を
深
め
る

ス
ロ
ー
ガ
ン
と
ロ
ゴ
マ
ー
ク
に
込
め
る

大
学
創
造
へ
の
強
い
意
志

食
の
循
環
サ
イ
ク
ル
を
学
び

農
業
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
農
学
部

か
っ
た
つ ま

ん
え
ん

い
　
ふ

龍谷大学 学長

赤松 徹眞氏
（あかまつ・てっしん）

1949年生まれ。龍谷大学大学院文学研究科修士課程修了、龍谷
大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得満期退学（文学修
士）。84年龍谷大学文学部講師、87年文学部助教授、98年文学
部教授、2005年教学部長、2007年文学部長、2011年第18
代学長に就任。専門は日本仏教史、真宗史、近代史。

龍谷大学
学校概要

■本部所在地/京都市伏見区深草塚本町67
■大宮キャンパス/文学部（3・4年）
■深草キャンパス/文学部（1・2年）、経済学部、経営学部、法学部、
　政策学部、国際学部（2015年4月開設予定）
■瀬田キャンパス/理工学部、社会学部、農学部（2015年4月開設予定）
■URL/http://www.ryukoku.ac.jp/

▶プロフィール

西本願寺境内に学寮竣工
大宮学舎が講堂として完成
龍谷大学と改称
文学部（4年制）を開設
深草学舎を開学
経済学部を開設
経営学部を開設
法学部を開設
瀬田学舎を開学。理工学部、社会学部を開設
国際文化学部を開設
創立370周年を迎える
政策学部を開設。龍谷ミュージアムを開設

1639年
1879年
1922年
1949年
1960年
1961年
1966年
1968年
1989年
1996年
2009年
2011年
2015年4月 農学部、国際学部を開設（予定）

建学の精神
　龍谷大学の「建学の精神」は「浄土真宗の精神」です。
　浄土真宗の精神とは、生きとし生けるもの全てを、迷いから悟り
へ転換させたいという阿弥陀仏の誓願に他なりません。
　迷いとは、自己中心的な見方によって、真実を知らずに自ら苦しみを
つくり出しているあり方です。悟りとは自己中心性を離れ、ありのまま
のすがたをありのままに見ることのできる真実の安らぎのあり方です。
　阿弥陀仏の願いに照らされ、自らの自己中心性が顕わにされること
において、初めて自己の思想・観点・価値観等を絶対視する硬直した視
点から解放され、広く柔らかな視野を獲得することができるのです。
　本学は、阿弥陀仏の願いに生かされ、真実の道を歩まれた親鸞
聖人の生き方に学び、「真実を求め、真実に生き、真実を顕かにす
る」ことのできる人間を育成します。このことを実現する心として
以下５項目にまとめています。これらはみな、建学の精神あってこ
その心であり、生き方です。

・すべてのいのちを大切にする「平等」の心
・真実を求め真実に生きる「自立」の心
・常にわが身をかえりみる「内省」の心
・生かされていることへの「感謝」の心
・人類の対話と共存を願う「平和」の心




