
書
物
と
長
崎
を
こ
よ
な
く
愛
し
た�

名
物
教
授
、
武
藤  

長
蔵
。�

彼
が
生
涯
を
か
け
て
収
集
し
た�

蔵
書
に
秘
め
ら
れ
た
思
い
と
は
…
。�

む

と

う

�

ち
ょ
う
ぞ
う�

■柴多教授と武藤博士のレリーフ。�
　後ろの建物が武藤文庫がある附属図書
　館経済学部分館。�

武
藤
文
庫�

けいりんかい�

　武藤文庫は、長崎大学経済学部の前身・長崎高等商業学

校の教授を長年勤めた武藤長蔵博士が収集された蔵書です。

　武藤博士が亡くなられたあと、長崎高等商業学校の同窓会・

瓊林会がご遺族から譲り受け、昭和21（1946）年の創立40周

年記念式典に際して、長崎経済専門学校（長崎高等商業学

校の後身、経済学部の前身）に寄贈されました。�
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文
◎�

附
属
図
書
館
経
済
学
部
分
館
長�

経
済
学
部
教
授（
担
当
科
目
「
日
本
経
済
史
」
）�
柴
多 

一
雄 
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■ 右から永見徳太郎、武藤長蔵、芥川龍之介、菊池寛。�

■経済学部の前身「長崎高等商業高校」の碑。�
　武藤博士はここで30有余年にわたり学生たちの教育指導と�
　自らの研究に専念した。�

���

　
武
藤
博
士
は
、明
治
十
四（
一
八
八
一
）年
六

月
に
愛
知
県
津
島
市
で
生
ま
れ
ま
し
た
。名
古

屋
商
業
学
校
か
ら
東
京
高
等
商
業
学
校（
現

一
橋
大
学
）に
入
学
し
、明
治
三
十
八
年
七
月

に
卒
業
し
た
の
ち
、上
海
に
あ
っ
た
東
亜
同
文

書
院
を
経
て
、明
治
四
十
年
一
月
、そ
の
二
年

前
に
設
立
さ
れ
た
ば
か
り
の
長
崎
高
等
商
業

学
校
の
教
授
に
就
任
し
ま
し
た
。そ
し
て
昭
和

十
一（
一
九
三
六
）年
十
月
に
退
官
し
た
後
も

昭
和
十
七
年
六
月
に
六
十
一
歳
で
亡
く
な
る

ま
で
、名
誉
教
授
と
し
て
教
壇
に
立
ち
一
貫
し

て
高
等
商
業
教
育
に
力
を
尽
さ
れ
ま
し
た
。�

�

���

　
学
校
で
は
、経
済
学
史
、鉄
道
論
、銀
行
論
、

植
民
政
策
、交
通
論
な
ど
の
講
義
を
担
当
し
ま

し
た
が
、講
義
の
と
き
は
い
つ
も
数
十
冊
の
洋
書

を
風
呂
敷
に
包
ん
で
教
室
に
持
ち
込
み
、終
業

の
鐘
が
鳴
っ
て
も
時
間
が
過
ぎ
た
の
を
惜
し
む

よ
う
に
話
を
続
け
た
と
い
い
ま
す
。博
士
の
脱

線
講
義
は
有
名
で
、学
生
た
ち
は
と
き
に
文
学

や
芸
術
に
ま
で
及
ぶ
そ
の
講
義
か
ら
世
界
や
地

元
長
崎
の
こ
と
を
学
び
、さ
ら
に
は
人
生
に
つ
い

て
知
り
ま
し
た
。博
士
の
時
流
に
流
さ
れ
な
い

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
学
生
の
心
を
深
く
打
ち
、大

き
な
感
銘
を
与
え
ま
し
た
。そ
し
て
昭
和
五
十

年
の
創
立
七
十
周
年
の
記
念
式
典
に
は
同
窓

会
員
の
手
に
よ
っ
て
経
済
学
部
の
図
書
館
前
に

武
藤
博
士
の
顕
彰
レ
リ
ー
フ
が
建
立
さ
れ
ま
し

た
。�

�����

　
博
士
の
専
門
は
鉄
道
交
通
、経
済
学
史
、日

本
と
海
外
と
の
交
通
史
で
、退
官
後
の
昭
和
十

四
年
に『
日
英
交
通
史
之
研
究
』に
対
し
、慶

應
義
塾
大
学
か
ら
経
済
学
博
士
の
学
位
を
受

け
て
い
ま
す
。博
士
は
経
済
学
者
で
し
た
が
、そ

の
興
味
は
経
済
学
を
大
き
く
超
え
、歴
史
学
、

人
文
諸
学
全
領
域
に
及
ん
で
い
ま
し
た
。こ
れ

ら
の
研
究
は
、い
ず
れ
も
文
献
史
的
研
究
で
、関

係
史
料
文
献
は
す
べ
て
集
め
る
と
い
う
書
誌
学

的
研
究
を
根
幹
と
し
て
進
め
ら
れ
ま
し
た
。�

　
ま
た
、武
藤
博
士
の
研
究
に
は
、シ
ー
ボ
ル
ト
、

ケ
ン
ペ
ル
、ツ
ン
ベ
ル
グ
を
は
じ
め
長
崎
に
関
係
す

る
研
究
が
多
く
あ
り
、『
長
崎
ぶ
ら
ぶ
ら
節
』で

有
名
に
な
っ
た
郷
土
史
家
の
古
賀
十
二
郎
、初

代
県
立
図
書
館
長
で
あ
っ
た
永
山
時
英
と
共
に
、

「
長
崎
学
」の
三
羽
烏
と
称
さ
れ
ま
し
た
。�

����

　
武
藤
博
士
は
、国
内
外
に
広
く
交
流
を
持
つ

国
際
的
社
交
家
で
し
た
。明
治
四
十
四（
一
九

一
一
）年
九
月
か
ら
三
年
半
に
わ
た
っ
て
、ア
メ

リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス・
ド
イ
ツ
に
留
学
し
、経
済
学
、

高
等
商
業
教
育
に
尽
力
し
た�

武
藤
博
士�

脱
線
講
義
が
学
生
た
ち
に�

教
え
た
大
切
な
こ
と�

国
境
を
越
え
て�

多
彩
な
交
流
を
持
つ
社
交
家�

古
賀
十
二
郎
ら
と
共
に�

「
長
崎
学
」の
三
羽
烏
と�

称
さ
れ
る�
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■両手に書物を抱えて歩く武藤博士。もっとも彼らしい姿かもしれない。�

■武藤博士がたいへん親しかったという�
　斎藤茂吉の居宅跡（長崎市上町付近）。�

商
業
学
な
ど
を
学
び
ま
し
た
が
、大
正
十
三（
一

九
二
四
）年
に
は
オ
ラ
ン
ダ
国
王
か
ら
、同
十
五

年
に
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
国
王
か
ら
、昭
和
十
二（
一

九
二
七
）年
に
は
ド
イ
ツ
政
府
か
ら
勲
章
を
授

与
さ
れ
て
い
ま
す
。�

　
国
内
で
は
、経
済
学
者
で
慶
應
義
塾
塾
長
を

つ
と
め
た
小
泉
信
三
と
は
、ド
イ
ツ
留
学
中
に
ベ

ル
リ
ン
大
学
で
会
っ
て
以
来
、数
十
年
に
わ
た
る

交
流
が
あ
り
ま
し
た
。小
泉
は
、博
士
が
亡
く

な
っ
た
と
き
は「
篤
学
者
耽
学
者
武
藤
長
蔵
博

士
」と
題
す
る
追
悼
文
を『
三
田
文
学
』に
寄

せ
て
い
ま
す
。�

　
芥
川
龍
之
介
が
菊
池
寛
と
と
も
に
初
め
て

長
崎
を
訪
れ
た
と
き
に
は
、博
士
は
長
崎
を
案

内
し
て
ま
わ
り
、芥
川
が
東
京
に
帰
っ
た
あ
と

は
多
く
の
本
を
送
っ
て
、日
記
に「
長
崎
の
武
藤

長
蔵
、盛
ん
に
本
を
送
っ
て
人
を
悩
ま
す
」な

ど
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。�

����

　
な
か
で
も
、斎
藤
茂
吉
と
の
交
流
は
と
く
に

親
密
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。斎
藤
茂
吉
は
、

大
正
六（
一
九
一
七
）年
十
二
月
、三
十
五
歳
の

と
き
に
長
崎
医
学
専
門
学
校
の
教
授
と
し
て

長
崎
に
赴
任
し
ま
し
た
。茂
吉
は
博
士
よ
り
一

歳
年
下
で
年
齢
も
近
く
、二
人
と
も
書
物
に
強

い
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、茂
吉
が

留
学
の
た
め
長
崎
を
離
れ
る
ま
で
の
三
年
半
、

二
人
は
親
し
く
行
き
来
し
ま
し
た
。留
学
か
ら

帰
っ
た
茂
吉
は
東
京
へ
戻
り
、病
院
経
営
の
か

た
わ
ら
歌
人
と
し
て
の
名
声
を
さ
ら
に
高
め
て

い
き
ま
し
た
が
、博
士
と
の
交
流
は
そ
の
後
も

続
き
、博
士
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
は
、「
か
な
し

み
て
　
君
を
偲
べ
ば
　
長
崎
の
　
海
の
潮
の
　

鳴
り
て
聞
こ
ゆ
る
」と
い
う
挽
歌
を
捧
げ
て
い

ま
す
。�

�������������

　
一
方
、武
藤
博
士
は
大
変
な
変
わ
り
者
と
し

て
も
有
名
で
し
た
。た
と
え
ば
、長
崎
で
博
士
と

会
っ
た
研
究
者
が
、長
崎
を
離
れ
る
と
き
に
、い

ま
一
度
会
い
た
い
か
ら
と
再
三
電
話
を
も
ら
っ

た
の
で
す
が
、ど
う
し
て
も
都
合
が
つ
か
ず
に
駅

に
向
か
っ
た
と
こ
ろ
、博
士
は
駅
ま
で
厚
い
洋
書

を
何
冊
も
持
っ
て
来
て
、発
車
直
前
ま
で
話
し

て
い
た
と
い
い
ま
す
。�

　
ま
た
、あ
る
宴
会
で
、い
つ
も
の
よ
う
に
洋
書

を
宴
席
に
お
い
て
い
た
博
士
が
、ぼ
ん
や
り
待
っ

て
い
た
芸
者
に
、「
君
、退
屈
な
ら
こ
の
本
を
読

み
な
さ
い
」と
、い
き
な
り
ド
イ
ツ
語
の
本
を
取

り
出
し
た
り
し
ま
し
た
。�

　
さ
ら
に
は
、あ
る
日
、調
査
旅
行
に
行
っ
た
土

地
の
小
学
校
に
招
か
れ
て
、講
堂
で
全
校
生
徒

に
話
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、話
し
始

め
た
の
が
ア
ダ
ム・ス
ミ
ス
の『
国
富
論
』の
初
版

本
の
考
証
の
話
で
、生
徒
た
ち
が
退
屈
し
て
、居

眠
り
を
し
た
り
、つ
か
み
合
い
が
始
ま
っ
た
り
し

て
も
、か
ま
う
こ
と
な
く
二
時
間
話
し
続
け
た

と
い
い
ま
す
。�

　
と
こ
ろ
で
、長
崎
は
幕
末
や
対
外
交
渉
関
係

資
料
の
宝
庫
で
し
た
。博
士
は
こ
れ
ら
の
資
料

が
散
逸
し
、消
滅
す
る
こ
と
を
恐
れ
、古
書
店

な
ど
で
発
見
し
た
と
き
は
支
払
い
の
こ
と
な
ど

考
え
ず
、握
っ
て
離
し
ま
せ
ん
で
し
た
。こ
の
た

め
店
の
主
人
は
、支
払
い
が
い
つ
さ
れ
る
か
分
か

ら
な
い
の
で
、博
士
の
顔
を
見
る
と
良
い
も
の
は

見
え
な
い
と
こ
ろ
に
し
ま
い
込
ん
だ
と
い
い
ま
す
。�

こ
の
よ
う
な
話
が
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
残
っ
て
い

ま
す
。そ
の
た
め
、博
士
は
変
人
と
か
奇
人
と

言
わ
れ
た
の
で
す
が
、こ
れ
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は

す
べ
て
本
に
ま
つ
わ
る
も
の
で
、博
士
の
学
問
に

対
す
る
情
熱
と
書
物
に
対
す
る
深
い
愛
情
と

か
ら
来
る
も
の
で
し
た
。�

歌
人
・
斎
藤
茂
吉
と
も�

親
交
を
深
め
て�

《
変
わ
り
者
》
ら
し
い�

ユ
ニ
ー
ク
な
逸
話
の
数
々�

う
し
お�
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■○アダム・スミスの『国富論』（1776年）、
○リカードの『経済学および課税の原理』
（1817年）、○マルサスの『地代論』（1815
年）。いずれも日本にはほとんどないと思
われる初版本。�

■シーボルトが本国の友人宛に当時の日
本の状況について書いて送った書簡、『日
本よりの公開状』。出島で印刷され、し
かも自筆署名入りの貴重なもの。�

幅
広
い
ジ
ャ
ン
ル
の�

名
著
が
揃
っ
た
蔵
書
類�

出
島
の
時
代
の
貴
重
な�

絵
画
や
陶
器
も
収
集�

意
外
な
蔵
書
か
ら�

垣
間
見
え
る�

研
究
へ
の
熱
意�

���

　
博
士
が
残
し
た
和
洋
図
書
や
雑
誌
・
小
冊
子

類
は
約
一
万
冊
そ
れ
に
各
種
の
資
料
が
約
二

百
点
ほ
ど
あ
り
ま
す
。そ
の
内
容
は
、経
済
学

関
係
の
古
典
的
書
物
や
対
外
交
渉
関
係
の
書

物
を
中
心
に
広
範
囲
な
学
問
分
野
に
わ
た
っ
て

い
ま
す
。�

　
経
済
学
関
係
の
書
物
と
し
て
は
、例
の
ア
ダ

ム・ス
ミ
ス
の『
国
富
論
』（
一
七
七
六
年
初
版
本
）

や
マ
ル
サ
ス
の『
地
代
論
』（
一
八
一
五
年
初
版

本
）、リ
カ
ー
ド
の『
経
済
学
お
よ
び
課
税
の
原

理
』（
一
八
一
七
年
初
版
本
）な
ど
多
く
の
洋

書
が
あ
り
ま
す
。�

　
対
外
交
渉
や
長
崎
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て

は
、一
六
一
五
年
に
ロ
ー
マ
で
刊
行
さ
れ
た
ロ
ド
リ

ゲ
ス
の『
日
本
通
信 

一
六
〇
九
｜
一
六
一
〇
』

な
ど
が
あ
り
ま
す
。ロ
ド
リ
ゲ
ス
は
イ
エ
ズ
ス
会

の
宣
教
師
で
、こ
の
本
は
日
本
で
の
布
教
と
コ
レ

ジ
オ（
神
学
校
）の
状
況
を
本
国
に
報
告
し
た

も
の
で
す
。�

　
ま
た
一
八
六
一
年
に
出
島
の
印
刷
所
で
印
刷

さ
れ
た
シ
ー
ボ
ル
ト
の『
日
本
よ
り
の
公
開
状
』

は
、シ
ー
ボ
ル
ト
が
日
本
の
貨
幣
、海
軍
伝
習
、桜

田
門
外
の
変
な
ど
に
つ
い
て
本
国
の
友
人
に
書

き
送
っ
た
も
の
で
、武
藤
文
庫
所
蔵
の
こ
の
本
は

表
紙
裏
に
シ
ー
ボ
ル
ト
の
自
筆
の
署
名
が
あ
る

大
変
珍
し
い
も
の
で
す
。�

�

���

　
武
藤
文
庫
に
は
図
書
だ
け
で
な
く
絵
画
な

ど
の
資
料
も
多
く
含
ま
れ
て
い
ま
す
。絵
画
に

は
、シ
ー
ボ
ル
ト
が
開
い
た
鳴
滝
塾
の
様
子
を
描

い
た「
鳴
滝
塾
舎
之
図
」や
シ
ー
ボ
ル
ト
の
お
抱

え
絵
師
と
い
わ
れ
た
川
原
慶
賀
が
描
い
た「
長

崎
出
島
之
図
」、そ
れ
に
松
井
慶
仲
が
描
い
た

絵
に
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
・
吉
雄
権
之
介
が
オ
ラ
ン
ダ

語
の
賛
を
入
れ
た「
オ
ラ
ン
ダ
人
夫
妻
相
愛
之

図
」な
ど
が
あ
り
ま
す
。�

　
ま
た
、中
国
の
清
の
時
代
に
広
東
に
あ
っ
た

欧
米
商
館
を
描
い
た
ガ
ラ
ス
絵（
ガ
ラ
ス
の
裏
面

に
絵
を
描
き
、そ
の
上
に
わ
ら
紙
を
貼
っ
て
表

面
か
ら
見
る
よ
う
に
し
た
も
の
）の「
広
東
十
三

行
図
」や
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
略
章
が

入
っ
た「
V�
O�
C
マ
ー
ク
入
染
付
平
鉢
」な
ど
も

あ
り
ま
す
。�

�����

　
こ
の
ほ
か
、武
藤
文
庫
に
は
一
見
す
る
と
武

藤
博
士
の
学
問
と
は
直
接
関
係
な
い
よ
う
に

見
え
る
図
書
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。た
と
え
ば
、

『The diseases  of the ear

』（
耳
の
病
気
）と
い

1

2

3

1

2

3
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ふ
る
く
ち
き�

せ
い
す
い�

リ
ョ
ウ
ガ
エ
ヤ�

■「オランダ人夫妻相愛之図」 松井慶仲 画�
絵にオランダ語の賛を入れたのはオランダ通詞・吉
雄権之介。�

■ 「鳴滝塾舎之図」 成瀬石痴 画　�
　シーボルトの鳴滝塾の実景を伝える絵はこれしか残されていないという。�

■「長崎出島之図」 川原慶賀 画�
　シーボルトのお抱え絵師だった慶賀の代表的な絵のひとつ。�

武
藤
博
士
の
学
問
と�

一
体
化
す
る
武
藤
文
庫�

う
本
は
、純
粋
の
医
学
書
で
す
が
、こ
の
本
の
著

者
で
あ
る
ジ
ョ
セ
フ・ト
イ
ン
ビ
ー
は
、博
士
が
心

か
ら
尊
敬
し
、し
ば
し
ば
そ
の
評
伝
を
書
い
た

歴
史
家
ア
ー
ノ
ル
ド・ト
イ
ン
ビ
ー
の
父
親
で
、そ

の
た
め
に
こ
の
本
を
入
手
し
た
の
だ
と
い
う
こ

と
で
す
。�

　
ま
た
、『
古
朽
木
』と
い
う
安
永
九（
一
七
八

〇
）年
に
刊
行
さ
れ
た
江
戸
時
代
の
黄
表
紙（
大

人
向
け
の
絵
入
り
小
説
）が
あ
り
ま
す
。こ
れ

は
、こ
の
本
に
出
て
く
る「
銀
行
」と
い
う
一
語

を
確
か
め
る
た
め
に
購
入
さ
れ
た
も
の
で
、こ
の

こ
ろ
博
士
は「
銀
行
」と
い
う
語
の
由
来
を
必

死
で
調
べ
て
い
ま
し
た
。「
余
は
こ
の
稿
を
草
す

る
に
あ
た
り
身
西
陲（
西
の
は
て
）の
僻
地
に
あ

り
て
参
考
書
の
貧
弱
な
る
を
悲
し
む
の
情
に
堪

え
ず
」と
は
、そ
の
成
果
を
発
表
し
た
論
文
に

み
え
る
文
で
す
が
、資
料
の
乏
し
い
長
崎
で
研

究
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
悲
痛
な

叫
び
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
で
す
。�

　
博
士
が
、あ
ら
ゆ
る
犠
牲
を
払
い
、

学
校
の
研
究
室
や
自
宅
に
置
く
場

所
が
な
く
な
る
ほ
ど
の
内
外
の
図

書
や
資
料
を
所
蔵
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
は
、こ
の
よ
う
な
恵
ま
れ
な

い
条
件
の
な
か
で
研
究
を
続
け
て
い

く
に
は
、ど
う
し
て
も
自
分
で
必
要

な
資
料
を
手
に
入
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
強
い
思
い
が
あ
っ
た

か
ら
で
し
た
。�

���

　
博
士
は
い
つ
も
学
者
の
業
績
を
評
価
す
る
と

き
は
、そ
の
人
が
発
表
し
た
著
書
や
論
文
だ
け

で
な
く
、そ
の
人
が
収
集
し
た
文
書
・
資
料
も
あ

わ
せ
て
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
語
っ
て
い

た
と
い
い
ま
す
。武
藤
文
庫
は
、そ
の
一
点
一
点�

の
図
書
や
資
料
が
貴
重
で
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん

で
す
が
、そ
れ
以
上
に
文
庫
全
体
と
し
て
、武
藤

博
士
の
学
問
と
一
体
化
し
た
も
の
と
し
て
見
て

こ
そ
、そ
の
価
値
が
よ
く
わ
か
る
の
で
す
。�

　
武
藤
文
庫
に
は
、武
藤
博
士
が
愛
し
た
長
崎

高
商
と
、長
崎
と
い
う
町
、そ
し
て
書
物
へ
の
愛

情
が
い
っ
ぱ
い
詰
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。�

所
在
地
◎
長
崎
大
学
附
属
図
書
館�

　
　
　
　
経
済
学
部
分
館（
片
淵
キ
ャ
ン
パ
ス
）�

�


