


「
海
洋
」は
、長
崎
大
学
の

環
境
配
慮
へ
の
キ
ー
ワ
ー
ド

一
般
企
業
に
お
け
る
環
境
配
慮
と
い
え
ば
、

主
に
事
業
全
般
の
ゴ
ミ
や
二
酸
化
炭
素
の
排
出

の
削
減
を
め
ざ
す
と
い
っ
た
取
り
組
み
が
知
ら

れ
て
い
ま
す
。大
学
の
場
合
、そ
の
本
分
は
教
育

と
研
究
で
す
の
で
、教
育
を
通
し
て
環
境
に
配

慮
で
き
る
人
間
を
社
会
へ
送
り
出
し
、さ
ま
ざ

ま
な
研
究
を
通
し
て
環
境
の
改
善
や
保
全
に
寄

与
す
る
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
使
命
に
な
り

ま
す
。

本
学
で
は
、教
育
・
研
究
に
お
け
る
環
境
配

慮
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
ひ
と
つ
に「
海
洋
」を
掲
げ
て

い
ま
す
。そ
の
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
平
成

１７
年
４
月
、「
環
東
シ
ナ
海
海
洋
環
境
資
源
研

究
セ
ン
タ
ー
」が
発
足
し
ま
し
た
。こ
こ
で
は
、東

シ
ナ
海
域
と
そ
の
周
辺
海
域（
大
村
湾
、有
明

海
、黄
海
）な
ど
の
環
境
と
生
物
資
源
を
対
象

と
す
る
総
合
的
な
研
究
を
推
進
し
、海
洋
環
境

の
保
全
お
よ
び
海
洋
生
物
資
源
の
育
成
に
関

す
る
教
育
を
行
い
ま
す
。東
シ
ナ
海
の
環
境
と

資
源
の
悪
化
は
激
し
く
、そ
の
回
復
に
は
、地
域

は
も
と
よ
り
近
隣
諸
国
と
の
研
究
交
流
が
必

要
で
あ
る
と
い
う
認
識
か
ら
、中
国
お
よ
び
韓

国
の
研
究
機
関
と
の
活
動
も
展
開
し
て
い
ま
す
。

環
境
報
告
書
を
学
内
外
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
に

長
崎
大
学
の「
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
」

の
推
進
の
た
め
、昨
年
暮
れ
に
、環
境
委
員
会

（
大
学
の
全
部
局
か
ら
の
代
表
委
員
で
構
成
）

が
立
ち
上
が
り
ま
し
た
。全
学
的
に
環
境
に
関

し
て
議
論
す
る
場
が
初
め
て
で
き
た
わ
け
で
、

今
後
、こ
の
委
員
会
を
中
心
と
し
た
具
体
的
な

環
境
配
慮
へ
の
ア
ク
シ
ョ
ン
が
進
め
ら
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

な
お
こ
の「
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
」は
、

あ
く
ま
で
大
学
運
営
の
た
め
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ

※

ス
テ
ム
の
一
部
で
あ
り
、Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
で

遂
行
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
、常
に
内
外
か
ら
の
意
見
を
受
け
て
検

討
し
、継
続
的
改
善
を
図
り
な
が
ら
発
展
し
て

い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

環
境
報
告
書
は
、ま
さ
し
く
そ
の
た
め
に
、長

崎
大
学
の「
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
」の
運

用
状
況
、環
境
配
慮
へ
の
取
組
な
ど
環
境
情
報

を
公
表
す
る
た
め
の
ツ
ー
ル
で
す
。初
年
度
の
報

告
書
で
は
、大
学
の
本
文
で
あ
る
環
境
教
育
、

環
境
研
究
に
重
点
を
お
い
た
編
集
方
針
を
採

り
ま
し
た
が
、環
境
負
荷
低
減
の
取
組
な
ど
も

含
め
、今
後
改
善
す
べ
き
点
が
多
々
あ
り
ま
す
。

よ
り
よ
い
方
向
へ
導
く
皆
様
の
ご
意
見
を
期
待

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

齋
藤
学
長
は
、今
回
の
公
表
に
あ
た
り
、『
環

境
配
慮
の
方
針
を
長
崎
大
学
の
構
成
員
す
べ
て

が
深
く
理
解
し
、社
会
の
皆
様
と
と
も
に
、環

境
を
保
全
し
つ
つ
持
続
的
な
発
展
が
可
能
な
社

会
の
実
現
に
向
け
て
最
大
限
の
努
力
と
改
善
を

進
め
て
い
き
た
い
』と
述
べ
て
い
ま
す
。

ま
ず
、一
人
ひ
と
り
が
環
境
に
関
心
を
持
ち
、

身
の
回
り
の
で
き
る
こ
と
か
ら
や
っ
て
い
く
こ
と

が
大
切
で
す
。そ
の
た
め
に
、長
崎
大
学
の
学
生
、

教
職
員
は
も
ち
ろ
ん
、地
域
の
皆
様
と
の

コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
と
し
て
、長
崎

大
学
の「
環
境
報
告
書
」が
お
役
に
立
て

れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

※
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
…

Ｐ
ｌ
ａ
ｎ
（
計
画
）
、
Ｄ
ｏ
（
実

施
）
、
Ｃ
ｈ
ｅ
ｃ
ｋ
（
監
視
、
測
定
、
分
析
）
、
Ａ
ｃ
ｔ
（
改

善
）
を
通
し
て
、
問
題
点
を
改
善
し
な
が
ら
継
続
的
に
発
展
さ

せ
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
。

１．環境の保全に関する教育研究活動を推進する。
� あらゆる専門分野から環境問題への教育研究を進め、環
境配慮に貢献できる人材を育成する。

� 多様な専門分野が連携した環境研究を遂行する。
� 国際的環境研究・教育への協力、環境問題の相互理
解と情報の共有を推進する。

� 産学官連携による環境研究を推進し、その研究成果の
社会への還元に努める。

� 環境保全等に関する知識・技術を発信し、地域との連
携・コミュニケーションを推進する。

２．学内におけるすべての活動に伴う環境への
負荷を低減する。
� エネルギー使用量の抑制、廃棄物の削減、資源のリサイ
クル等を積極的に推進する。

� 環境関連法規、規制と学内規定等を順守する。
� 環境汚染を予防し、キャンパス内の環境の保全・改善を
図る。

３．大学運営システムの一部としての環境マネジメ
ントシステムを構築し、定期的に見直すことによっ
て、継続的改善を図る。

４．環境配慮の方針及び環境配慮等の状況を、本
学ホームページ上に公表することによって、本学
構成員に周知し環境配慮の意識向上を促すとと
もに、社会への説明責任を徹底する。

環境報告書２００５は、長崎大学ホームページで公表しています。

地球環境の保全と人間社会の持続的発展に寄与することは、
長崎大学の社会的責務であるという認識に立ち、環境科学部
を擁する総合大学としての特徴を活かした環境保全に関する
教育研究活動を推進するとともに、長崎大学のすべての活動
に伴う環境負荷の低減を図ることによって、社会からの要請
に応えるため、次の基本方針を定める。

２００６年３月２３日
長崎大学長 齋藤 �

長 崎 大 学
環 境 配 慮 の 方 針
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