
齋
藤
学
長
の
長
崎
学 

特 集 

鎖
国
時
代
、西
洋
へ
の
唯
一
の
窓
口
だ
っ
た
長
崎
。

オ
ラ
ン
ダ
船
が
運
び
込
ん
だ
西
洋
の
文
物
を
受
け
入
れ
、

全
国
に
発
信
し
続
け
た
こ
の
街
は
、

志
あ
る
若
者
た
ち
の
憧
れ
の
地
で
し
た
。

彼
ら
は
新
し
い
学
問
や
芸
術
を
学
ぶ
た
め
に
長
崎
を
訪
れ
、

や
が
て
新
時
代
の
文
化
の
担
い
手
と
な
っ
て

全
国
各
地
に
も
ど
り
、そ
の
知
識
を
広
げ
た
の
で
す
。

他
に
類
の
な
い
歴
史
と
風
土
を
持
つ
長
崎
。

「
こ
の
街
に
は
知
を
発
信
す
る
血
筋
が
、

今
も
脈
々
と
流
れ
て
い
る
」と
い
う
齋
藤
学
長
が
、

独
自
の
視
点
で
長
崎
学
を
ひ
も
と
き
ま
す
。

※
今
回
の
内
容
は
、毎
年
１
年
生
を
対
象
に
行
な
わ
れ
て
い
る

齋
藤
学
長
の「
長
崎
学
」の
講
義
か
ら
抜
粋
、加
筆
し
た
も
の
で
す
。

長崎港を見下ろす風頭公園に建つ龍馬像と長崎市街地
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彦
馬
も
、
諭
吉
も
。 

長
崎
で
学
ん
だ
人
々
は
、 

み
な
長
崎
大
学
の 

O
B
で
あ
る
。
　 

国
際
貿
易
港
・

長
崎
の
は
じ
ま
り
と
南
蛮
文
化

き
ゅ
う笈
を
負
う
て
長
崎
に
遊
学
す
る

１
５
７
０
年（
元
亀
元
）の
開
港
に
よ
り
、国

際
貿
易
港
と
し
て
歴
史
の
表
舞
台
に
登
場
し
た

長
崎
。世
は
戦
国
時
代
で
、各
地
で
は
争
い
が
絶

え
な
い
一
方
で
、西
の
果
て
の
長
崎
は
ポ
ル
ト
ガ

ル
と
の
貿
易
港
と
し
て
賑
わ
い
発
展
し
ま
し
た
。

長
崎
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
で
や
っ
て
き
た
イ
エ
ズ
ス

会
の
宣
教
師
に
よ
る
布
教
活
動
で
、日
本
に
お

け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
中
心
地
と
な
り
、市
中
に

は
来
航
し
た「
南
蛮
人
」（
当
時
、来
航
し
た
ポ

ル
ト
ガ
ル
人
、ス
ペ
イ
ン
人
、イ
タ
リ
ア
人
は
こ
う

呼
ば
れ
た
）ら
が
自
由
に
居
住
し
て
い
ま
し
た
。

教
会
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
の
建
物
が
並
ぶ
街
角
で

は
パ
ン
が
焼
か
れ
、ま
さ
に
日
本
の
中
の
異
国
、

「
小
ロ
ー
マ
」の
よ
う
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

さ
て
、当
時
の
長
崎
に
は
、全
国
か
ら
商
人
が

集
ま
り
大
い
に
繁
栄
し
ま
し
た
が
、ま
も
な
く

キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
が
は
じ
ま
り
、南
蛮
貿
易
の

時
代
は
終
焉
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

江
戸
時
代
に
入
り
、鎖
国
体
制
が
強
化
さ
れ

る
中
、１
６
３
６
年（
寛
永
１３
）長
崎
の
港
に
出

島
が
築
か
れ
ま
し
た
。当
初
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
人

を
居
住
さ
せ
る
こ
と
が
目
的
で
し
た
が
、キ
リ
シ

タ
ン
弾
圧
の
強
化
に
と
も
な
い
、ま
も
な
く
ポ
ル

ト
ガ
ル
人
は
国
外
に
追
放
さ
れ
、貿
易
も
禁
止

と
な
り
ま
し
た
。そ
れ
に
変
わ
っ
て
１
６
４
１

年（
寛
永
１８
）に
平
戸
か
ら
出
島
に
移
転
し
て

き
た
の
が
オ
ラ
ン
ダ
商
館
で
す
。以
後
、安
政
の

開
国（
１
８
５
９
）ま
で
の
２
１
８
年
間
、長
崎

は
唯
一
、西
洋
に
開
か
れ
た
窓
と
し
て
発
展
し

て
い
き
ま
し
た
。

オ
ラ
ン
ダ
船
は
さ
ま
ざ
ま
な
貿
易
品
と
共
に

多
く
の
西
洋
の
学
問
や
芸
術
を
も
た
ら
し
ま
し

た
。そ
れ
は
西
洋
医
学
、植
物
学
、美
術
、天
文

学
、物
理
学
、化
学
、数
学
、兵
学
、造
船
な
ど

多
岐
に
渡
り
、長
崎
に
は
新
し
い
学
問
を
学
ぶ

た
め
に
各
藩
か
ら
選
ば
れ
た
俊
秀
た
ち
や
学
者

や
医
者
を
め
ざ
す
志
あ
る
若
者
た
ち
が
次
々
に

訪
れ
ま
し
た
。

き
ゅ
う

「
笈
を
負
う
て
長
崎
に
遊
学
す
る
」と
い
う
古

い
言
葉
が
あ
り
ま
す
。私
が
若
い
頃
ま
で
は
折

に
触
れ
耳
に
し
た
も
の
で
す
。「
笈
」と
は
、竹
で

編
ん
だ
籠
の
こ
と
で
、旅
の
荷
物
を
入
れ
る
も
の
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齋藤学長の長崎学  

西
洋
と
日
本
の
橋
渡
し
役
、

オ
ラ
ン
ダ
通
詞

で
す
。昔
の
人
々
は
こ
れ
を
背
負
い
旅
を
し
た
の

で
す
。つ
ま
り
、当
時
、そ
う
い
う
フ
レ
ー
ズ
が

人
々
の
間
で
生
ま
れ
、広
く
使
わ
れ
る
ほ
ど
、

「
長
崎
」と
い
う
街
は
遊
学（
故
郷
を
離
れ
よ
そ

の
土
地
や
国
に
行
っ
て
学
問
す
る
こ
と
）の
地
と

し
て
知
れ
渡
っ
て
い
た
の
で
す
。

１７
〜
１８
世
紀
に
長
崎
を
訪
れ
た
著
名
人
に

は
や
し

ら
ざ
ん

あ
お
き
こ
ん
よ
う

は
、林
羅
山（
儒
学
者
）、青
木
昆
陽（
蘭
学
者
）、

ひ
ら
が
げ
ん
な
い

は
や
し

し
へ
い

し

平
賀
源
内（
洋
学
者
）、林
子
平（
思
想
家
）、司

ば
こ
う
か
ん

馬
江
漢（
思
想
家
・
洋
画
家
）な
ど
が
い
ま
す
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、と
き
に
彼
ら
の
師

と
な
り
、蘭
学
を
伝
え
た
長
崎
の
地
役
人
、オ

ラ
ン
ダ
通
詞
の
存
在
で
す
。オ
ラ
ン
ダ
語
の
さ
ま

ざ
ま
な
情
報
や
書
物
は
、ま
ず
彼
ら
が
通
訳
・

翻
訳
し
、そ
う
し
た
後
に
広
く
国
内
に
伝
播
し

て
い
き
ま
し
た
。オ
ラ
ン
ダ
船
が
定
期
的
に
幕
府

へ
提
出
し
た
海
外
の
情
報
を
知
ら
せ
る「
風
説

書
」も
、も
ち
ろ
ん
彼
ら
が
翻
訳
・
清
書
し
ま
し

た
。オ
ラ
ン
ダ
船
入
港
か
ら
発
送
ま
で
を
な
ん

と
一
両
日
中
に
や
っ
て
の
け
た
そ
う
で
す
。

オ
ラ
ン
ダ
通
詞
の
中
に
は
西
洋
の
学
問
を
自

ら
研
究
す
る
人
も
い
て
、蘭
方
医
や
学
者
と
し

て
活
躍
し
た
人
も
い
ま
し
た
。

た
と
え
ば
、オ
ラ
ン
ダ
通
詞
の
重
鎮
と
し
て

よ
し
お
こ
う
ぎ
ゅ
う

知
ら
れ
る
吉
雄
耕
牛
。彼
は
蘭
医
で
も
あ
り
、

ま
え

の
り
ょ
う

自
宅
に
は「
解
体
新
書
」で
知
ら
れ
る
前
野
良

た
く沢
ら
を
は
じ
め
多
く
の
門
下
生
が
出
入
り
し
て

い
た
そ
う
で
す
。「
解
体
新
書
」の
序
文
は
吉
雄

耕
牛
が
寄
せ
て
い
ま
す
が
、杉
田
玄
白
ら
が
師

の
教
え
に
感
謝
し
て
依
頼
し
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

し
づ
き
た
だ
お

江
戸
時
代
後
期
の
天
文
学
者
で
志
筑
忠
雄

と
い
う
人
物
が
い
ま
す
。彼
は
も
と
オ
ラ
ン
ダ
通

詞
で
し
た
。の
ち
に
著
し
た「
鎖
国
論
」で
、「
鎖

国
」と
い
う
言
葉
を
は
じ
め
て
つ
く
っ
た
こ
と
で

知
ら
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
は
１７
世
紀
末
に
オ
ラ
ン

ダ
商
館
医
と
し
て
来
日
し
た
ケ
ン
ペ
ル
が
日
本

を
紹
介
し
た
文
を
翻
訳
し
た
際
に
生
ま
れ
た

言
葉
だ
そ
う
で
す
。他
に
も
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
物
理

れ
き
し
ょ
う
し
ん
し
ょ

学
や
天
文
学
を
紹
介
し
た「
暦
象
新
書
」を
長

い
歳
月
を
か
け
て
著
す
な
ど
、た
い
へ
ん
優
れ
た

学
者
で
あ
り
ま
し
た
。

他
に
も
、数
々
の
天
文
書
を
翻
訳
し
、コ
ペ
ル
ニ

も
と

ク
ス
の
地
動
説
を
日
本
に
初
め
て
紹
介
し
た
本

き
り
ょ
う
え
い

も
と
き
し
ょ
う
え
い

な
ら
ば
や
し
え
い
ざ

え

木
良
永
、そ
し
て
、本
木
正
栄
や
楢
林
栄
左
衛

も
ん

あ
ん
げ

り

あ

ご

門
ら
は
、日
本
初
の
英
語
事
典「
諳
厄
利
亜
語

り
ん
た
い
せ
い

林
大
成
」を
つ
く
り
、フ
ラ
ン
ス
語
の
辞
書
の
制

作
に
も
携
わ
っ
て
い
ま
す
。彼
ら
は
日
本
に
お
け

る
英
仏
語
学
者
の
さ
き
が
け
で
あ
り
ま
し
た
。

西
洋
の
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
を
翻
訳
し
た
彼

ら
の
見
識
は
相
当
高
い
も
の
が
あ
っ
た
と
推
察

で
き
ま
す
。

実
は
、こ
の
素
晴
ら
し
い
郷
土
の
先
人
た
ち
に

注
目
し
て
、長
崎
大
学
で
は「
平
成
オ
ラ
ン
ダ
通

※

詞
」を
育
成
す
る
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
は
じ
ま
っ

て
い
ま
す
。こ
れ
は
、本
学
学
生
と
オ
ラ
ン
ダ
の

ラ
イ
デ
ン
大
学
の
学
生
が
共
に
古
蘭
文
を
解
読

し
、平
成
の
長
崎
蘭
学
研
究
を
興
そ
う
と
い
う

も
の
で
す
。地
域
の
活
性
化
や
国
際
交
流
の
手

が
か
り
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

吉雄耕牛肖像
（長崎大学附属図書館医学分館蔵）

蘭和辞典「訳鍵」（長崎大学附属図書館蔵）
蘭学者らによって編纂された日本初の蘭和辞典「波留麻和解」をさらに縮訳した２番目の蘭和辞典。

解体新書（長崎大
学附属図書館医学
分館蔵）
江戸中期の蘭方医、
前野良沢、杉田玄
白らがオランダ語で
書かれた医学書
「ターヘル・アナトミ
ア」を翻訳し１７７４年
に出版したもの。そ
の後の蘭学の発展
に大きな影響を与
えた。

出
島
で
の
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
の
様

子（
絵
は
が
き「
長
崎
絵
双
紙
」

よ
り
銅
掛
改
請
取
図
／
長
崎

文
献
社
）

※
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
…
文
部
科
学
省
の
平
成
１８
年
度

「
現
代
的
教
育
ニ
ー
ズ
取
組
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に

選
定
さ
れ
た
。
タ
イ
ト
ル
は
「
現
代
『
出
島
』
発
の

国
際
人
育
成
と
長
崎
蘭
学
事
始
〜
学
生
・
留
学
生
と

市
民
参
加
に
よ
る
長
崎
の
蘭
学
研
究
と
文
化
・
地
域

の
活
性
化
〜
」

吉雄耕牛が寄せた「解体新書」の序文
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諭
吉
も
海
舟
も
彦
馬
も
学
ん
だ

長
崎
は
街
全
体
が
大
学
だ
っ
た

幕
末
の
有
志
た
ち
が
学
ん
だ

長
崎
海
軍
伝
習
所

夢
や
希
望
を
抱
く
若
者
を
受
け
入
れ
た
長

崎
。１９
世
紀
前
半
に
は
、出
島
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館

付
医
師
と
し
て
長
崎
に
や
っ
て
き
た
シ
ー
ボ
ル
ト

が
鳴
滝
塾
を
開
き
ま
し
た
。こ
の
時
も
、西
洋
の

医
術
を
学
ぼ
う
と
全
国
か
ら
多
く
の
俊
才
た

ち
が
集
い
学
ん
だ
こ
と
は
有
名
な
話
で
す
。

１９
世
紀
後
半
に
な
る
と
、吉
田
松
陰
、福
沢

諭
吉
、勝
海
舟
、伊
藤
博
文
、高
杉
晋
作
、大
隈

重
信
、坂
本
龍
馬
、桂
小
五
郎
な
ど
、幕
末
〜

明
治
の
著
名
人
ら
も
蘭
学
や
西
洋
の
兵
学
を

学
ん
だ
り
、夢
や
目
標
を
実
現
す
べ
く
長
崎
に

や
っ
て
き
ま
し
た
。

長
崎
に
は
、西
洋
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
学

問
や
知
識
、そ
れ
を
翻
訳
・
研
究
し
伝
え
る
人
、

そ
し
て
学
ぶ
人
が
い
ま
し
た
。い
わ
ば
、街
全
体

が
大
学
だ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

こ
こ
で
、重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
思
わ

れ
る
の
が
、当
時
の
長
崎
の
人
々
で
す
。他
者
に

温
か
く
、寛
容
な
長
崎
の
人
々
は
全
国
か
ら
や
っ

て
き
た
若
者
を
受
け
入
れ
、異
郷
の
地
で
の

日
々
の
生
活
を
あ
れ
こ
れ
面
倒
を
み
て
く
れ
た

に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

俳
人
去
来
が
長
崎
を
去
る
と
き
日
見
峠
で

は
な
す
す
き

詠
ん
だ「
君
が
手
も
ま
じ
る
な
る
べ
し
花
薄
」は

長
崎
人
の
性
情
そ
の
も
の
で
す
。

現
在
も
観
光
地
と
し
て
、他
所
の
人
々
を
温

か
く
迎
え
て
、路
上
で
道
を
聞
か
れ
た
と
き
は

自
ら
目
的
地
ま
で
案
内
す
る
人
も
少
な
く
な

い
長
崎
の
土
地
柄
は
、そ
の
当
時
か
ら
培
わ
れ
て

き
た
も
の
と
思
っ
て
い
ま
す
。私
自
身
も
２３
年
前
、

医
学
部
の
教
授
と
し
て
赴
任
し
て
以
来
、何
か

と
地
元
の
人
の
お
世
話
に
な
っ
て
お
り
、そ
う

い
っ
た
土
地
柄
を
実
感
し
て
い
ま
す
。

ペ
リ
ー
が
浦
賀
に
来
航
し
た
２
年
後
の

１
８
５
５
年（
安
政
２
）、幕
府
は
防
衛
策
と

し
て
、「
長
崎
海
軍
伝
習
所
」を
つ
く
り
ま
し
た
。

洋
式
海
軍
の
設
立
と
そ
の
人
材
育
成
が
目
的

で
し
た
。こ
の
時
オ
ラ
ン
ダ
は
、２
５
０
年
に
及

ぶ
幕
府
と
の
友
好
を
記
念
し
て
、１
隻
の
蒸
気

艦「
ス
ン
ビ
ン
号
」（
の
ち
の
観
光
丸
）を
日
本
に

寄
贈
し
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、幕
府
は
蒸
気
船「
ヤ
パ
ン
号
」（
の
ち

の
咸
臨
丸
）を
オ
ラ
ン
ダ
の
造
船
所
で
造
り
ま

し
た
。１
８
５
７
年（
安
政
４
）長
崎
に
廻
航
さ

れ
た
ヤ
パ
ン
号
に
は
、

オ
ラ
ン
ダ
か
ら
派
遣
さ

れ
た
カ
ッ
テ
ン
デ
ィ
ー

ケ
海
軍
中
佐
を
は
じ

め
航
海
術
な
ど
を
教

え
る
教
師
陣
３０
数
名

が
乗
っ
て
い
ま
し
た
。彼

ら
の
も
と
で
、幕
臣
や

藩
士
、長
崎
の
地
役
人

た
ち
が
伝
習
生
と
し

て
学
ん
で
い
ま
す
。

オ
ラ
ン
ダ
か
ら
派

遣
さ
れ
た
教
官
た
ち
の
中
に
、軍
医
ポ
ン
ペ
が
い

ま
し
た
。彼
は
、現
在
の
長
崎
大
学
医
学
部
の

発
祥
と
な
る「
医
学
伝
習
所
」を
開
い
た
人
物
で

ま
つ
も
と
り
ょ
う
じ
ゅ
ん

す
。ポ
ン
ペ
に
学
ん
だ
松
本
良
順（
の
ち
の
明
治

政
府
初
代
軍
医
総
監
）は
、た
い
へ
ん
優
秀
だ
っ

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。ま
た
ポ
ン
ペ
の
門
下

せ
い

み

生
に
は
上
野
彦
馬
も
い
ま
す
。彦
馬
は
舎
密

（
化
学
）を
学

び
、日
本
の

写
真
術
の
創

始
者
と
な
り

ま
し
た
。

「
長
崎
海

軍
伝
習
所
」は
、

１
８
５
９
年

（
安
政
６
）幕

府
の
方
針
変
更
で
閉
鎖
さ
れ

ま
し
た
が
、そ
の
存
在
は
、長

崎
大
学
の
ル
ー
ツ
と
な
る
新
た

な
知
の
潮
流
を
生
ん
で
い
た
の

で
す
。

「
医
学
伝
習
所
」に
附
随
し

て
１
８
６
１
年（
文
久
元
）、

日
本
初
の
西
洋
式
病
院「
養

生
所
」が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。ポ

ン
ペ
の
あ
と
を
継
い
で
来
日
し

た
オ
ラ
ン
ダ
人
医
学
教
師
ボ
ー

ド
ウ
ィ
ン
は
１
８
６
４
年（
元

治
元
）、養
生
所
内
に「
分
析
窮
理
所
」（
理
化

学
校
）を
つ
く
り
ま
し
た
。こ
れ
が
の
ち
に
長
崎

大
学
薬
学
部
と
な
り
ま
す
。

「
医
学
伝
習
所
」設
立
以
来
、長
崎
は
医
学
、

薬
学
の
情
報
発
信
源
と
な
り
、こ
の
時
も
医
薬

学
を
学
ぶ
た
め
に
大
勢
の
若
者
た
ち
が
長
崎
を

訪
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、明
治
維

新
後
も
こ
の
よ
う
な

知
の
土
壌
を
背
景
に
、

長
崎
は
わ
が
国
で
高

等
教
育
機
関
の
整
備

が
も
っ
と
も
進
ん
だ

都
市
の
ひ
と
つ
と
な
っ

た
の
で
す
。長
崎
大

学
の
各
学
部
に
つ
な

◎
１
８
７
４
年（
明
治
７
）「
小
学
校
教
則
講
習

所
」設
立
↓
教
育
学
部

◎
１
９
０
５
年（
明
治
３８
）「
長
崎
高
等
商
業
学

校
」設
立
↓
経
済
学
部

◎
１
９
２
１
年（
大
正
１０
）「
長
崎
県
実
業
補
習
学

校
教
員
養
成
所
水
産
科
」設
立
↓
水
産
学
部

長崎海軍伝習所図・復元画（鍋島報效会蔵）

若き日、蘭学を志して
長崎に遊学した福沢諭吉
（１８３５～１９０１）

諭吉が滞在した光永寺
（長崎市桶屋町）
（長崎大学附属図書館蔵）

長崎の小島に開いた「養生所」
（長崎大学附属図書館医学分館蔵）

日本の近代医学の発展に貢献したポン
ペ（１８２９～１９０８）（長崎大学附属図書館
医学分館蔵）

諭吉が使用した井戸
（長崎市出来大工町）

上野彦馬（１８３８～１９０４）
（長崎大学附属図書館蔵）
ポンペに師事し舎密（化
学）を学んだ彦馬は、日
本の写真術の創始者と
なった。
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齋藤学長の長崎学  

南
蛮
ブ
ー
ム
で

文
人
ら
も
次
々
に
長
崎
へ

原
爆
被
災
大
学
と
し
て
の
使
命

が
る
教
育
機
関
も
次
々
に
誕
生
し
ま
し
た
。

明
治
か
ら
大
正
・
昭
和
初
期
に
か
け
て
、日

本
の
文
学
界
に
南
蛮
ブ
ー
ム
が
起
き
ま
し
た
。

１
５
４
３
年（
天
文
１２
）、ポ
ル
ト
ガ
ル
船
の
種

子
島
漂
着
に
は
じ
ま
り
、江
戸
時
代
初
期
の
キ

リ
シ
タ
ン
弾
圧
に
よ
っ
て
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
南

蛮
文
化
が
再
び
注
目
を
集
め
た
の
で
す
。

南
蛮
ブ
ー
ム
の
さ
き
が
け
と
な
っ
た
の
は
、

「
五
足
の
靴
」と
呼
ば
れ
る
一
行
で
、１
９
０
７

年（
明
治
４０
）夏
、与
謝
野
寛（
鉄
幹
）、北
原
白

秋
、吉
井
勇
、木
下
杢
太
郎
、平
野
万
里
の
５

人
の
若
い
文
人
た
ち
が
南
蛮
文
化
の
幻
影
を
求

め
て
九
州
各
地
を
め
ぐ
り
な
が
ら
新
聞
に
紀

行
文
を
著
し
た
も
の
で
す
。彼
ら
は
、か
つ
て
南

蛮
文
化
に
彩
ら
れ
た
街
・
長
崎
に
も
訪
れ
、他

に
な
い
異
国
情
緒
の
風
を
感
じ
た
よ
う
で
す
。

そ
し
て
、島
原
、天
草
と
そ
の
足
跡
を
残
し
て
い

き
ま
し
た
。

歌
人
で
は
他

に
斎
藤
茂
吉
、

与
謝
野
晶
子
、

若
山
牧
水
、九

條
武
子
、新
村

出
な
ど
。俳
人
で
は
高
浜
虚
子
、種
田
山
頭
火
、

水
原
秋
桜
子
な
ど
。作
家
で
は
芥
川
龍
之
介
、

菊
池
寛
な
ど
が
長
崎
を
訪
れ
、こ
の
街
に
大
い

に
魅
力
を
感
じ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
中
で
、特
に
長
崎
大
学
に
ゆ
か
り
の
あ

る
人
物
と
い
え
ば
、斎
藤
茂
吉
で
す
。１
９
１
７

年（
大
正
６
）、長
崎
医
学
専
門
学
校（
医
学
部

前
身
）の
教
授
と
し
て
赴
任
。長
崎
高
等
商
業

学
校（
経
済
学
部
前
身
）の
教
授
、武
藤
長
蔵

と
親
交
を
深
め
ま
し
た
。

明
治
か
ら
昭
和
に
か
け
て
、近
隣
諸
国
と
の

戦
争
が
あ
り
ま
し
た
。そ
し
て
、１
９
４
５
年

（
昭
和
２０
）８
月
９
日
、長
崎
に
原
爆
が
投
下

さ
れ
、死
傷
者
約
１５
万
人
と
い
う
大
惨
事
と
な

り
ま
し
た
。

長
崎
大
学
で
は
、爆
心
地
に
ほ
ど
近
い
長
崎

つ
の

お
す
す
む

医
科
大
学（
医
学
部
前
身
）の
角
尾
晋
学
長
以

下
教
職
員
学
生
８
９
７
人
が
亡
く
な
り
、壊

滅
的
な
打
撃
を
受
け
ま
し
た
。私
は「
原
爆
で

亡
く
な
ら
れ
た
先
輩
た
ち
は
生
き
て
お
ら
れ
た

ら
き
っ
と
素
晴
ら
し
い
仕
事
を
さ
れ
た
に
違
い

な
い
、わ
れ
わ
れ
は
原
爆
に
よ
り
無
念
の
死
を

遂
げ
た
先
輩
の
分
ま
で
よ
く
学
び
、よ
く
生
き

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」と
常
に
訴
え
て
い
ま
す
。

原
爆
被
災
大
学
と
し
て
そ
の
惨
状
を
語
り
継

ぎ
、平
和
の
大
切
さ
を
次
代
へ
伝
え
る
こ
と
は

長
崎
大
学
の
重
要
な
使
命
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

独
自
の
歴
史
を
歩
み
多
く
の
人
が
学
び
舎

と
し
た
長
崎
。長
崎
大
学
は
、こ
の
街
に
脈
々
と

流
れ
る
知
の
大
河
の
中
で
生
ま
れ
ま
し
た
。広
い

意
味
で
と
ら
え
れ
ば
、上
野
彦
馬
も
福
沢
諭
吉

も
み
な
長
崎
大
学
の
Ｏ
Ｂ
で
あ
る
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。

長
崎
大
学
は
、こ
の
知
の
歴
史
と
平
和
へ
の
意

志
を
持
つ
長
崎
な
ら
で
は
の
理
念
と
教
育
目
標

を
掲
げ
て
い
ま
す
。こ
の
地
で
し
か
感
じ
ら
れ
な

い
、こ
の
地
で
し
か
学
ぶ
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
が

あ
る
の
で
す
。学
生
諸
君
は
そ
れ
を
体
得
し
て

世
界
に
羽
ば
た
い
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

【
参
考
文
献
・
資
料
】◎
出
島
の
く
す
り（
長
崎
大
学
薬
学
部
編
）

◎
長
崎
遊
学
の
標（
長
崎
文
献
社
編
）
◎
長
崎
事
典
〜
風
俗
・

文
化
編
〜（
長
崎
文
献
社
発
行
）
◎
辞
書
遊
歩（
園
田
尚
弘
、

若
木
太
一
編
）
◎
江
戸
幕
府
と
海
外
情
報（
宮
内
庁
書
陵
部
主

任
研
究
官

沼
倉
延
幸
／
平
成
１８
年
度
純
心
長
崎
学
講
座
資

料
）
◎
西
海
の
南
蛮
文
化
探
訪

五
足
の
靴（
鶴
田
文
史
／
長

崎
文
献
社
発
行
）

長崎学から受け継がれる

長 崎大学の理念と
教育目標

長崎大学は、長崎に根づく伝統
的文化を継承しつつ、豊かな心
を育み、地球の平和を支える科
学を創造することによって、社会
の調和的発展に貢献する。

長崎大学は、出島を介した「勉学の地」

としての誇りと「進取の精神」を受け継

ぐとともに、宗教や科学における非人道

的な負の遺産にも学び、人々が「平

和」に共存する世界を実現するという

積極的な意志の下に教育・研究を行

なう。そして、蓄積された「知」を時代や

価値観を越えて継承し、人類を愛する

豊かな心を育て、未来を拓く新しい科

学を創造することによって、地域と国際

社会の平和的発展に貢献する。

右から永見徳太郎（長崎の実業家）、
武藤長蔵、芥川龍之介、菊池寛
（長崎大学附属図書館経済学部分館蔵）

今も異国情緒が色濃く残る長崎の南山手～東山手地区

原爆投下直後の長崎医科大学附属病院
（林重男撮影／長崎原爆資料館提供）

斎藤 茂吉
（長崎大学附属図書館

医学分館蔵）
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