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特 集 知を求めて いざ、長崎へ
～齋藤学長の長崎学～





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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「
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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近
代
西
洋
医
学
教
育
の
父
 

　
　
〜
ポ
ン
ペ
・
フ
ァ
ン
・
メ
ー
ル
デ
ル
フ
ォ
ー
ル
ト
〜
 

黒
い
巨
大
な
ア
メ
リ
カ
の
蒸
気
軍
艦
が
１
８
５
３
年
に
浦
賀
に
来
航
し
た
。日
本
は
黒

船
の
大
砲
の
轟
き
に
よ
り
泰
平
の
眠
り
か
ら
覚
め
、海
軍
設
立
に
向
け
て
動
き
出
し
た
。

２
５
０
年
に
及
ぶ
友
好
国
オ
ラ
ン
ダ
は
海
軍
派
遣
隊
を
送
り
、１
８
５
５
年
よ
り
長
崎

で
海
軍
伝
習
が
始
ま
っ
た
。第
二
次
海
軍
派
遣
隊
長
の
カ
ッ
テ
ン
デ
ィ
ー
ケ
は
日
本
の
軍

医
派
遣
の
要
請
に
応
え
て
信
頼
す
る
誠
実
な
人
柄
の
海
軍
二
等
軍
医
ポ
ン
ペ
を
選
ん
だ
。

ポ
ン
ペ
の
医
学
教
育

ポ
ン
ペ（
�
）は
１
８
５
７
年Japan

号（
後

に
咸
臨
丸
と
改
名
）に
乗
っ
て
長
崎
に
赴
任
し

た
。彼
は
日
本
に
最
初
の
西
洋
式
医
学
校
を
開

設
す
る
こ
と
を
使
命
と
考
え
て
い
た
。幕
府
が

派
遣
し
た
将
軍
御
目
見
医
師
松
本
良
順（
�
）

に
、長
い
年
月
が
か
か
ろ
う
と
も
医
学
の
全
課

程
を
規
則
正
し
い
方
法
で
教
え
る
決
意
を
語
っ

た
。良
順
は
そ
の
熱
意
に
応
え
て
ポ
ン
ペ
に
全
面

的
に
協
力
し
た
。ポ
ン
ペ
は
１
８
５
７
年
１１
月

１２
日
西
役
所
で
良
順
と
そ
の
弟
子
達
１２
名
に

講
義
を
開
始
し
た
。こ
の
日
が
長
崎
大
学
医
学

部
創
立
の
日
で
あ
り
、近
代
西
洋
医
学
教
育

発
祥
の
日
で
も
あ
る
。

ポ
ン
ペ
は
医
学
全
般
を
た
っ
た
一
人
で
教
え

る
と
い
う
大
変
な
職
務
を
全
身
全
霊
を
そ
そ

ぎ
込
ん
で
５
年
の
歳
月
を
か
け
て
や
り
遂
げ

た
。科
学
の
基
礎
知
識
の
無
い
学
生
に
わ
か
り

や
す
く
し
て
言
葉
の
壁
を
乗
り
越
え
て
根
気

よ
く
基
礎
か
ら
教
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。蘭

学
の
深
い
素
養
を
も
っ
た
松
本
良
順
と
司
馬
凌

海
が
通
訳
し
、も
う
一
度
復
講
し
て
学
生
の
理

解
を
は
か
っ
た
。ポ
ン
ペ
は
医
学
の
全
科
目
に
つ
い

て
オ
ラ
ン
ダ
語
講
義
ノ
ー
ト
を
用
意
し
た
。弟

子
達
は
こ
の
ノ
ー
ト
を
写
し
て
和
訳
し
た
。日

本
全
国
に
ポ
ン
ペ
の
教
え
子
に
よ
り
流
布
し
た

多
く
の
ポ
ン
ペ
講
義
録
が
あ
る
。自
分
の
学
ん

だ
ユ
ト
レ
ヒ
ト
陸
軍
軍
医
学
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

と
同
様
に
全
科
を
教
え
た
の
で
あ
る
か
ら
、そ

の
無
類
の
誠
実
さ
に
驚
嘆
す
る
。解
剖
学
は
最

初
キ
ュ
ン
ス
ト
リ
ー
キ（
�
）と
い
う
精
巧
な
人

体
解
剖
紙
製
模
型
を
用
い
て
教
え
ら
れ
た
が
、

ポ
ン
ペ
は
死
刑
囚
の
人
体
解
剖
実
習
を
長
崎
奉

行
に
願
い
出
、多
く
の
困
難
を
乗
り
越
え
実
現

医学部創立

150
周 年 企 画

医
学
は

長
崎
か
ら
連載
Vol.4

�松本良順
ライデン大学ボードインコレクション

�
ポ
ン
ペ・
フ
ァ
ン
・
メ
ー
ル
デ
ル
フ
ォ
ー
ル
ト

近
代
西
洋
医
学
教
育
の
父
、長
崎
大
学
医
学
部
の
創
立
者

（
長
崎
県
立
図
書
館
蔵

長
崎
赴
任
前
の
写
真
を
石
版
印
刷
）

大
学
院
医
歯
薬
学
総
合
研
究
科

相
川

忠
臣
教
授

A
ikaw

a
Tadaom

i
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さ
せ
た
。１
８
５
９
年
９
月
９
日
、ポ
ン
ペ
は
市

民
の
反
感
の
中
、約
１
５
０
名
の
警
備
に
守
ら

れ
て
身
の
危
険
を
省
み
ず
日
本
初
の
学
生
人

体
解
剖
実
習
を
自
ら
執
刀
し
行
っ
た
。参
加
し

た
４６
名
の
学
生
の
中
に
は
シ
ー
ボ
ル
ト
の
娘
楠

本
イ
ネ
も
い
た
。

養
生
所
・
医
学
所
の
設
立

牛
痘
を
広
め
た
モ
ー
ニ
ッ
ケ
の
後
、牛
痘
の
痘

苗
は
途
絶
え
天
然
痘
が
再
び
流
行
し
た
。ポ
ン

ペ
は
公
開
種
痘
を
開
始
し
、各
地
に
痘
苗
を

送
っ
た
。彼
の
努
力
に
よ
り
種
痘
は
再
び
全
国

に
流
布
し
た
。コ
レ
ラ
が
ア
メ
リ
カ
軍
艦
ミ
シ

シ
ッ
ピ
ー
号
入
港
後
長
崎
に
蔓
延
し
た
の
は

１
８
５
８
年
で
あ
る
。彼
の
治
療
は
従
来
の
治

療
に
比
べ
生
存
率
が
著
し
く
改
善
し
た
の
で
、

次
の
流
行
時
に
は
患
者
の
大
部
分
が
彼
の
治

療
を
受
け
て
い
る
。彼
は
流
行
時
病
気
で
倒
れ

て
し
ま
う
ほ
ど
獅
子
奮
迅
の
活
躍
を
し
た
。多

く
の
患
者
を
毎
日
治
療
し
、伝
染
病
の
流
行
阻

止
に
努
力
し
た
こ
と
に
よ
り
長
崎
の
町
の
人
々

は
彼
に
信
頼
と
尊
敬
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ポ
ン
ペ
の
悲
願
と
し
た
西
洋
式
病
院
の
建
設
は

彼
の
誠
実
さ
が
浸
み
わ
た
っ
て
初
め
て
実
現
に

向
け
て
動
き
出
し
た
の
で
あ
る
。念
願
の
養
生

所（
�
）が
長
崎
港
を
見
お
ろ
す
小
島
郷
の
丘

に
完
成
し
た
の
は
１
８
６
１
年
９
月
２０
日
で

あ
る
。２
階
建
て
２
棟
の
屋
根
に
は
オ
ラ
ン
ダ

と
日
本
の
国
旗
が
は
た
め
い
て
い
た
。養
生
所
は

医
学
校（
医
学
所
）に
付
置
さ
れ
た
日
本
で
最

初
の
近
代
西
洋
医
学
教
育
病
院
で
あ
る
。養
生

所
は
旧
来
の
様
式
で
は
な
く
、全
て
の
病
床
が

ベッ
ド
で
あ
り
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
も
解
放
さ
れ
パ

ン
食
も
あ
っ
た
。ポ
ン
ペ
は
士
農
工
商
の
封
建
社

会
に
育
っ
た
弟
子
達
に
、こ
の
養
生
所
で

四
民
平
等
の
患
者
中
心
の
医
療
を
実
践

し
て
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。

ポ
ン
ペ
の
医
戒

医
師
は
自
分
自
身
の

も
の
で
な
く
、病
め
る

人
の
も
の
で
あ
る

ポ
ン
ペ
は
貧
乏
人
は
無
料
で
診
察
し
、

侍
町
人
、日
本
人
西
洋
人
の
区
別
は
い
っ

さ
い
し
な
か
っ
た
。封
建
社
会
に
育
っ
た
門

人
達
に
医
師
に
と
っ
て
は
な
ん
ら
階
級
の

差
別
な
ど
な
い
こ
と
、貧
富
・
上
下
の
差
別
は
な

く
、た
だ
病
人
が
あ
る
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
を

養
生
所
で
身
を
も
っ
て
実
践
し
教
え
て
い
た
。

弟
子
達
は
診
療
で
は
容
赦
な
く
厳
し
く
、患
者

を
差
別
し
よ
う
と
す
る
奉
行
所
の
役
人
と
敢

然
と
戦
っ
て
も
、仕
事
を
離
れ
れ
ば
親
し
い
友

と
し
て
分
け
隔
て
な
く
付
合
う
ポ
ン
ペ
を
心
か

ら
敬
愛
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。患
者
中
心
の
医

療
が
ポ
ン
ペ
と
の
人
間
的
交
流
の
な
か
で
弟
子

達
に
根
付
き
始
め
、も
の
の
見
方
を
変
え
、彼

ら
は
完
全
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
っ
た
。長
崎
大

学
医
学
部
の
校
是
に
し
て
い
る
ポ
ン
ペ
の
医
戒

が
あ
る
。「
医
師
は
自
ら
の
天
職
を
よ
く
承
知

し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。ひ
と
た
び
こ
の
職
務

を
選
ん
だ
以
上
、も
は
や
医
師
は
自
分
自
身
の

も
の
で
は
な
く
、病
め
る
人
の
も
の
で
あ
る
。も

し
そ
れ
を
好
ま
ぬ
な
ら
、他
の
職
業
を
選
ぶ
が

よ
い
」。こ
の
厳
し
い
教
え
は
医
療
人
を
志
す
学

生
の
心
を
引
き
締
め
ず
に
は
お
か
な
い
。

ポ
ン
ペ
は
後
任
ボ
ー
ド
イ
ン
の
着
任
を
待
っ
て

１
８
６
２
年
１１
月
１
日
に
帰
国
す
る
前
、６１

名
の
卒
業
生
に
修
了
証
書
を
授
与
し
た
。内
２３

名
の
第
３
級
修
了
証
書
に
は「
授
業
う
け
た
る

も
成
果
十
分
な
ら
ず
み
ず
か
ら
の
力
で
医
療

を
行
う
に
は
な
お
十
分
で
は
な
い
」と
い
う
厳

し
い
評
価
が
書
か
れ
て
い
た
。

ポ
ン
ペ
の
教
え
子
に
は
江
戸
の
医
学
所
頭
取

と
な
っ
た
松
本
良
順
を
始
め
、東
京
大
学
医
学

部
の
前
身
大
学
東
校
を
主
宰
し
た
佐
藤
尚
中
、

ド
イ
ツ
医
学
を
導
入
し
た
岩
佐

純
、大
坂
医

学
校
を
開
設
し
た
緒
方
惟
準
、衛
生
医
療
行

政
を
創
始
し
た
長
与
専
斎
が
い
る
。近
代
西
洋

医
学
教
育
を
創
始
し
、彼
の
教
え
子
達
に
よ
っ

て
西
洋
医
学
が
定
着
し
た
の
で
、近
代
西
洋
医

学
教
育
の
父
と
称
さ
れ
て
い
る
。

�養生所・医学所（後に精得館）と分析窮理所
ポンペが創立した日本最初の近代的西洋式病院を付設した
医学校養生所・医学所。
分析窮理所（左 ボードインによって設立）、医学所（中央）と
養生所（右）。（ライデン大学ボードインコレクション）

�被爆したポンペのキュンストリーキ（人体解剖
紙製模型）
ポンペが解剖学の講義に使用していたキュンストリーキは
原爆落下の際奇跡的に焼失を免れた。
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私
は
在
職
中
の
１
９
９
５
年
以
来
、岡
ま
さ

は
る
記
念
長
崎
平
和
資
料
館（
２
０
０
３

年
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
格
取
得
）の
理
事
長
を
務
め
て
い

ま
す
。そ
の
関
係
も
あ
っ
て
、被
爆
者
の
証
言
に
よ

る
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
・
ビ
デ
オ
の
製
作
に
取
り
組

ん
で
い
る
フ
ラ
ン
ス
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
依
頼
を

受
け
て
、長
崎
在
住
の
中
国
人
被
爆
者（
８３
歳
）を

紹
介
し
、先
日
一
緒
に
証
言
を
聴
く
機
会
を
得
ま

し
た
。戦
時
中
、中
国
人
は
敵
国
人
と
い
う
立
場
に

あ
り
、長
崎
で
も
相
当
つ
ら
い
思
い
を
し
た
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、証
言
者
に
よ
れ

ば「
盧
溝
橋
事
件
後
し
ば
ら
く
の
間
は
国
民
党
員

の
強
制
収
容
、強
制
送
還
と
い
う
官
憲
の
動
き
も
あ
っ

た
が
、一
般
市
民
は
戦
争
前
と
変
わ
ら
ず
親
切

だ
っ
た
。や
は
り
長
崎
は
中
国
人
と
接
し
て
き
た
長

い
歴
史
が
あ
る
か
ら
で
し
ょ
う
。」と
の
こ
と
で
し
た
。

私
は
認
識
を
改
め
る
と
と
も
に
、ふ
と
中
国
人

留
学
生
た
ち
の
こ
と
が
脳
裏
を
よ
ぎ
り
ま
し
た
。

彼
ら
も
長
崎
の
人
は
外
国
人
に
親
切
だ
と
言
い
ま

す
。し
か
し
、彼
ら
が
こ
の
長
崎
で
暮
ら
し
易
い
生

活
を
送
っ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、そ
う
は
言
え
な
い

と
思
い
ま
す
。私
は
授
業
料
免
除
申
請
書
に
添
え

る
指
導
教
員
の
同
意
書
の
作
成
に
当
た
っ
て
、彼
ら

の
生
活
状
況
を
聴
取
し
な
が
ら
、し
ば
し
ば
そ
の

困
窮
度
に
絶
句
し
ま
し
た
。困
窮
の
最
大
の
要
因

は
何
と
い
っ
て
も
賃
貸
家
賃
の
負
担
が
重
す
ぎ
る

こ
と
に
あ
り
ま
す
。

若
き
日
の
フ
ラ
ン
ス
留
学
生
活
を
時
折
懐
か
し

く
思
い
出
し
ま
す
。留
学
と
は
勉
学
や
資
格
が
主

目
的
だ
と
し
て
も
、長
期
間
で
あ
れ
ば
尚
更
の
こ

と
、滞
在
期
間
中
に
得
ら
れ
る
実
に
さ
ま
ざ
ま
な

体
験
ほ
ど
貴
重
な
も
の
は
な
い
で
し
ょ
う
。私
の
場

合
、フ
ラ
ン
ス
が
教
え
て
く
れ
た
と
い
う
よ
り
も
温

か
く
迎
え
入
れ
て
く
れ
た
お
陰
で
得
ら
れ
た
日
常

的
な
体
験
、さ
ら
に
は
ア
ジ
ア
人
を
含
む
多
彩
な

国
々
の
人
々
と
も
交
流
で
き
た
経
験
が
そ
の
後
の

人
生
に
ど
れ
ほ
ど
有
益
で
あ
っ
た
か
知
れ
ま
せ
ん
。

忘
れ
え
ぬ
人
々
の
表
情
や
数
々
の
場
面
は
一
生

の
宝
で
す
。他
の
フ
ラ
ン
ス
語
教
員
と
共
に
学
生
を

募
集
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
旅
行
を
し
た
り
、授
業
中
に

留
学
を
勧
め
た
所
以
で
す
が
、留
学
の
成
果
は
私

の
経
験
か
ら
み
て
も
受
け
入
れ
側
の
態
勢
に
大
き

く
左
右
さ
れ
る
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

そ
の
点
で
長
崎
は
人
間
的
に
も
歴
史
的
に
も
受
け

入
れ
の
好
条
件
を
備
え
て
い
る
反
面
、住
宅
事
情

で
は
残
念
な
が
ら
留
学
生
を
苦
し
め
て
い
る
現
実

を
否
定
で
き
ま
せ
ん
。

私
が
留
学
し
た
こ
ろ（
７０
年
代
初
頭
）、日
欧
の

経
済
格
差
は
甚
大
で
し
た
が
、フ
ラ
ン
ス
は
短
期
や

長
期
の
留
学
生
を
受
け
入
れ
る
施
設
と
優
遇
策
を

国
も
都
市
も
用
意
し
て
い
ま
し
た
。学
生
や
研
究

者
と
い
う
だ
け
で
世
間
も
羨
む
ほ
ど
優
遇
さ
れ
て

い
た
の
で
す
。そ
れ
は
相
互
交
流
に
よ
る
受
け
入
れ

側
の
多
様
な
メ
リ
ッ
ト
も
十
分
考
慮
し
た
上
で
の

こ
と
で
、現
代
の
我
が
国
に
も
当
て
は
ま
る
メ
リ
ッ

ト
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

今
や
世
界
有
数
の
国
民
生
産
力
を
持
つ
日
本
が

遠
い
昔
の
フ
ラ
ン
ス
に
も
劣
る
留
学
生
居
住
施
設

し
か
提
供
し
え
て
い
な
い
現
実
は
、文
化
や
価
値
観

の
相
違
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
も
の
を
感
じ
ま
す
。せ

め
て
も
長
崎
は
真
の
国
際
平
和
都
市
と
し
て
、現

状
を
克
服
す
る
た
め
の
改
善
策
を
積
極
的
に
打
っ

て
ほ
し
い
と
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

フランス政府より「学術功労勲章（シュ
ヴァリエ）」を受章（２００６年７月）、左は文
化参事官ムキエリ氏

プロフィール◎１９３９年生まれ。山口市出身。６９年、九州大学大学院文学研究科仏語仏

文学専攻博士課程中退、長崎大学教養部講師赴任（フランス語）。７１年、フランス政府

招聘研修員としてポー大学、グルノーブル大学に留学の後、私費でパリ大学に延長留学

し、翌７２年帰国。９３年、同教養部教授。９５年、「岡まさはる記念長崎平和資料館」を有志と

ともに設立。９７年、教養部改組に伴い環境科学部教授（異文化交流論）に就任。２００５年、

定年退職。２００６年、フランス政府より「学術功労勲章（シュヴァリエ）」受章。

長崎大学名誉教授

高實 康稔
Takazane Yasunori
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ボランティア活動の 
先駆者であれ！ 

 

ボランティアサー
クル 

バンガーズ 

V a n g u a r d
s

WeLove Circle
学
生
時 代

を謳 歌
するなら、やっぱりサークル でし

ょ。

バ

▼バンガーズの創設者ホセ・アギラール氏（７９
歳）。学生たちの良き理解者として、その活動を見
守り続けている。創設当時の学生はすでに６０代で、
今も交流があるという。「日本の学生はたいへん
恵まれています。社会から信頼され評価もされてい
る。だからこそ、自分とは違う人や社会に目を向け、
研究をしたり役立つことを考えてほしいですね」。

「如己愛人」永井隆博士筆。聖書の中の言葉で、「己の如く隣
人を愛せよ」の意味。永井博士の「如己堂」の名の由来にも
なった。アギラール氏が大切にしているボランティア精神でも
ある。

ン
ガ
ー
ズ（V

anguards

）と
は「
先
駆
者
」

の
意
味
。「
奉
仕
の
世
界
の
先
駆
者
で
あ

れ
」と
い
う
高
い
志
が
サ
ー
ク
ル
名
に
込
め
ら
れ
て

い
ま
す
。「
創
立
は
１
９
６
２
年
。永
井
学
生
セ
ン

タ
ー
館
長
の
ア
ギ
ラ
ー
ル
神
父
が
、長
崎
大
学
で

英
語
の
講
師
を
な
さ
っ
て
い
た
時
、学
生
に
呼
び
か

く

れ

ま
つ

け
て
つ
く
っ
た
サ
ー
ク
ル
で
す
」と
部
長
の
久
連
松

拓
也
さ
ん（
工
学
部

２
年
）。「
現
在
、私
た

ち
は
設
立
当
初
の
趣

旨
を
あ
ま
り
堅
苦
し

く
受
け
止
め
ず
、自

分
た
ち
の
無
理
の
な

い
範
囲
で
、小
さ
な
で

き
る
こ
と
を
す
る
、と

い
う
こ
と
を
目
標
に

活
動
を
し
て
い
ま
す
」。

主
な
活
動
場
所
の

ひ
と
つ
が
児
童
養
護

施
設
マ
リ
ア
園（
長
崎

市
東
山
手
）で
す
。こ

の
施
設
で
は
、さ
ま

ざ
ま
な
事
情
で
親
と

暮
ら
せ
な
い
子
ど
も

た
ち
が
生
活
を
し
て

い
ま
す
。「
子
ど
も
た

ち
と
一
緒
に
遊
ん
だ

り
、勉
強
を
教
え
た

り
し
て
い
ま
す
。み
ん

な
明
る
く
て
元
気
の
い
い
子

ば
か
り
で
す
」。ま
た
、知
的

障
害
者
更
正
施
設「
潮
見
が

丘
学
園
」（
長
崎
市
潮
見
町
）

で
の
催
し
の
お
手
伝
い
や
、ユ

ニ
セ
フ
主
催
の
募
金
活
動
な

ど
、年
間
を
通
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
行
っ
て

い
ま
す
。

「
通
常
の
学
生
生
活
で
は
自
分
の
こ
と
だ
け
に

目
が
行
き
が
ち
で
す
が
、バ
ン
ガ
ー
ズ
の
活
動
を

通
し
て
、地
域
の
子
ど
も
た
ち
や
障
害
を
持
っ
た

方
、高
齢
者
の
方
々
と
関
わ
る
中
で
、多
く
の
こ
と

を
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
す
」。自
分
と
は
違
う
境
遇
、

違
う
世
代
の
方
々

と
接
し
な
が
ら
、

久
連
松
さ
ん
自
身

は「
必
要
以
上
に

気
を
遣
っ
た
り
せ

ず
、ご
く
普
通
に

接
す
る
こ
と
」を
学

ん
だ
と
い
い
ま
す
。

昨
年
は
、知
的

発
達
障
害
者
の
方

た
ち
の
ス
ポ
ー
ツ

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
成

果
の
発
表
の
場
で

あ
る「
ス
ペ
シ
ャ
ル

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
ス
長

崎
大
会
」に
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
・
ス
タ
ッ

フ
と
し
て
参
加
す

る
な
ど
新
し
い
こ

と
に
も
チ
ャ
レ
ン

ジ
し
て
い
る
バ
ン

ガ
ー
ズ
。「
今
ま
で

の
活
動
を
大
切
に
続
け
な
が
ら
、

積
極
的
に
視
野
を
広
げ
て
行
き

た
い
で
す
ね
」。気
負
い
の
な
い
久

連
松
部
長
の
姿
勢
に
、息
の
長
い

活
動
の
秘
け
つ
を
見
る
よ
う
で

し
た
。

バンガーズは戦後、長崎市で最初のボランティア団体として長崎市から表彰されたこともある歴
史あるサークル。現在の部員数は６５人。それぞれが無理のない範囲で活動に参加している。

▲部長の久連松拓也さん。中学生の頃から施設訪問などのボランティア活動に参加してきた。

活動の拠点はアギラール神父のご
好意で、永井学生センターの一室を
借用。
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今回のテーマ 

学 園 祭 

学 生 支 援 活動追跡隊！

学生生活を 
豊かにする 

 

学
園
祭
の
在
り
方 

インドネシア 
 Indonesia

アイダ　サーティンプル さん 
Aida Sartimbul

長崎大学大学院生産科学研究科 
博士後期課程システム科学専攻 

留
学
生
の

アイダ　サーティンプル さん 
Aida Sartimbul

長崎大学大学院生産科学研究科 
博士後期課程システム科学専攻 

長崎大学副学長（学生担当学生担当） 

管原管原 正志正志 教授 
Sugawara  Masashi

長崎大学副学長（学生担当） 

管原 正志 教授 
Sugawara  Masashi

大
学
の
一
大
イ
ベ
ン
ト
、学
園
祭

学
園
祭
の
在
り
方 

学
部
祭
を
柱
に
し
た「
学
園
祭
」

学
生
生
活
を

エ
ン
ジ
ョ
イ
す
る
た
め
に

一
万
余
り
も
あ
る
島
々
の

多
彩
な
魅
力
あ
ふ
れ
る
熱
帯
の
国

学
生
た
ち
が
企
画
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
イ

ベ
ン
ト
で
賑
わ
う
学
園
祭
は
、大
学
の
一
大

イ
ベ
ン
ト
で
す
。長
崎
大
学
も
昭
和
２４
年
か

ら
毎
年
開
催
し
て
お
り
、こ
の
秋
も
３６
回
目

の「
学
園
祭
」が
盛
大
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

そ
も
そ
も
学
園
祭
は
な
ぜ
行
わ
れ
る
の
で

し
ょ
う
。長
崎
大
学
で
は
、「
学
園
祭
の
在
り

方
」を
次
の
よ
う
に
位
置
付
け
て
い
ま
す
。

１
学
生
や
教
職
員
と
い
う
大
学
構
成
員

の
研
究
活
動
・
文
化
活
動
・
課
外
活
動

の
成
果
を
学
内
外
に
発
表
・
表
現
す
る

場
で
あ
る
。

２
学
生
が
成
果
の
発
表
や
学
園
祭
実
施

の
自
主
的
活
動
を
通
じ
て
人
間
形
成
を

す
る
場
で
あ
る
。

３
学
生
・
教
職
員
の
参
加
を
通
し
て
相

互
の
交
流
を
深
め
、
大
学
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
創
造
す
る
場
で
あ
る
。

４
大
学
の
教
育
研
究
の
成
果
や
施
設
を

地
域
社
会
に
公
開
し
、
地
域
住
民
と
の

交
流
を
深
め
る
場
で
あ
る
。

学
生
に
と
っ

て
有
意
義
な
経

験
の
場
と
な
る

は
ず
の
学
園
祭

で
す
が
、残
念

な
が
ら
近
年
で

は
全
国
的
に
学

生
の
参
加
が
減

少
傾
向
に
あ
り

ま
す
。

現
在
の「
学
園
祭
」は
学
園
祭
運
営
委
員

会
と
各
学
部
祭
の
実
行
委
員
会
を
中
心
に

企
画
・
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。よ
り
多
く
の

学
生
が
参
加
で
き
る
も
の
を
め
ざ
し
た
催
し

は
、研
究
の
発
表
会
や
ス
ポ
ー
ツ
大
会
、音
楽

会
、展
示
会
、バ
ザ
ー
な
ど
多
彩
で
す
。さ
ら

に
各
サ
ー
ク
ル
も
趣
向
を
凝
ら
し
た
催
し
を

行
い
学
園
祭
を
盛
り
上
げ
て
い
ま
す
。

学
園
祭
の
催
し
を
企
画
し
た
り
、運
営
に

携
わ
る
こ
と
で
、学
生
は
も
の
ご
と
を
創
造

し
実
践
す
る
と
い
う
貴
重
な
体
験
が
で
き

ま
す
。ま
た
、学
部
を
越
え
た
仲
間
や
地
域

の
人
々
と
の
交
流
を
深
め
る
こ
と
で
、学
生

生
活
を
よ
り
豊
か
に
で
き
る
い
い
機
会
に
も

な
り
ま
す
。

輝
く
学
生
生
活
の
た
め
に
、も
っ
と
積
極

的
に
学
園
祭
を
盛
り
上
げ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

世
界
的
に
有
名
な
リ
ゾ
ー
ト
地
バ
リ
島
を

擁
す
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
。
首
都
ジ
ャ
カ
ル
タ

の
あ
る
ジ
ャ
ワ
島
を
は
じ
め
ス
マ
ト
ラ
島
、

カ
リ
マ
ン
タ
ン
島
な
ど
、
イ
ン
ド
洋
と
太
平

洋
の
間
に
散
在
す
る
島
々
か
ら
な
る
熱
帯
の

国
で
す
。「
島
の
数
は
一
万
余
り
。
人
口
は

ジ
ャ
ワ
島
に
集
中
し
て
い
ま
す
。
島
々
に
は

風
習
の
異
な
る
少
数
民
族
も
多
く
、
各
地
に

個
性
的
な
伝
統
芸
能
が
見
ら
れ
ま
す
。
そ
う

い
っ
た
多
彩
な
文
化
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
魅

力
だ
と
思
い
ま
す
」。

４
年
前
、
海
洋
学
を
学
ぶ
た
め
来
日
し
た

ア
イ
ダ
さ
ん
は
、
ジ
ャ
ワ
島
東
部
に
あ
る
ブ

ラ
ウ
ィ
ジ
ャ
ヤ
大
学
水
産
学
部
の
講
師
で
す
。
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去る11月18
～20日に行

なわれた学
園祭。 

企画・運営の
中心となった

 

各祭実行委
員会のメン

バーもおおい
に奮闘。 

例年にも増
して盛り上が

りました。 

学部間の絆
を深めて、 

感動満載、
学園祭！ 

  
 

 

 

 

「
世
界
的
に
海
洋
の
環
境
の
変
化
が
注
目
さ

れ
て
い
ま
す
が
、そ
れ
を
学
ぶ
た
め
に
長
崎
大

学
へ
来
ま
し
た
。現
在
、海
面
温
度
と
魚
の
生

態
の
関
係
に
つ
い
て
研
究
を
し
て
い
ま
す
」。

そ
ん
な
ア
イ
ダ
さ
ん
の
お
国
自
慢
は
、
海

の
美
し
さ
で
す
。
各
地
に
美
し
い
海
岸
が
あ

り
、
ブ
ナ
ケ
ン
と
い
う
世
界
的
に
有
名
な
ダ

イ
ビ
ン
グ
ス
ポ
ッ
ト
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

島
々
の
自
然
は
豊
か
で
、
ス
マ
ト
ラ
島
の
熱

帯
雨
林
に
は
ゾ
ウ
や
ト
ラ
が
生
息
す
る
な
ど
、

い
ろ
い
ろ
な
動
物
た
ち
が
い
る
そ
う
で
す
。

「
豊
か
な
森
を
持
つ
カ
リ
マ
ン
タ
ン
島
に
は

オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
。
バ
リ
島
近
く
の
島
に
は

コ
モ
ド
ト
カ
ゲ
な
ど
、
そ
の
地
域
に
し
か
い

な
い
貴
重
な
動
物
も
い
ま
す
」。

乾
季
と
雨
季
の
ふ
た
つ
の
季
節
が
あ
る
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
。
雨
季
の
雨
の
降
り
方
は
相
当

な
も
の
で
、「
日
本
人
が
、
今
日
の
雨
は
ひ

ど
い
ね
、
と
言
う
よ
う
な
雨
は
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
で
は
普
通
。
そ
れ
が
何
日
も
続
き
ま
す
。

近
頃
は
、
森
林
の
過
度
な
伐
採
に
よ
る
洪
水

が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
」。

こ
の
春
、
留
学
を
終
え
故
郷
の
大
学
に
も

ど
る
ア
イ
ダ
さ
ん
。「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
も

今
の
研
究
を
引
き
続
き
行
い
た
い
。
そ
し
て

子
供
た
ち
を
相
手
に
環
境
を
守
る
た
め
の
活

動
を
何
か
は
じ
め
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」。

経済祭代表
長畑 大作
（経済学部３年）

メインイベントの
お笑いコンビ「ザブングル」
によるライブは大盛況でした。
来年、誕生から半世紀を迎
える経済祭。節目にふさわ
しい大物ゲストがやってく

ることは間違い
ありません�

工学祭代表
古賀まり子
（工学部３年）

学園祭企画：学長とのしゃべり場（学長と学生の懇談会）

多くの人のおかげで
無事に終えることができま
した。学部そして全体が協力し
て学園祭を盛り上げるという
素晴らしさを学び、充実
した時間を過ごせて
良かったです。

薬学祭代表
筒井 翔一
（薬学部３年）

工学祭実行委員会は、
工学部を盛り上げようという
目標を掲げて活動しています。
まだ２年目の団体ですが
来年も目標達成に向け、
今回の経験を活かして
頑張りたいです。

長大祭代表
四辻 正文
（経済学部３年）

学園祭運営の魅力は
“人との繋がり”です。

一人の力では成せない大きなも
のを作り上げることができ

ます。今後もより多くの長大生、
地域の皆様を巻き込むもの
を作っていきたいです。

鴻洋祭代表
田森はる香
（水産学部３年）

教育祭代代表表
平平野野 雅之
（教育学部２年）

水族館やタッチプール
では、熱心に見入る方やサ

メやナマコを触って歓声を上げ
る方などおおいに楽しんでいた
だき、頑張って準備した甲斐が
ありました。自信につながると
同時に、後輩たちにとっても
励みになりました。

教育祭は、
運営委員の人数が少な

く準備がたいへんでした
が、仲間や先輩、他学部
祭委員など多くの方々に
助けられ、人の絆の大切
さを感じました。感謝
しています。

この上ない達成感を
味わえ、大切な仲間を得る

ことができ、本当に良かったと
思います。環境祭は環境を
考える機会のひとつです。
来年も後輩たちに大いに
期待しています。

歯学部祭代表
中藤 信也
（歯学部４年）

歯学部に対する
関心と口腔への理解
を深めてもらおうとさ
まざまな催しを行ないま
した。困難なことも周囲
の協力で無事に乗り切る
ことができ、ひと回り
成長したような気が
しています。

環境祭代表
小川 多絵
（環境科学部

３年）
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長大ニュース 
平成18年 

9月　10月　11月 

長崎大学後援会より
ガーデンテーブル寄贈

２
棟
目
の
サ
ー
ク
ル
セ
ン
タ
ー
が
完
成

文
教
キ
ャ
ン
パ
ス
内
に
２
棟
目
の
サ
ー
ク
ル
セ
ン

タ
ー
が
完
成
し
、１０
月
１８
日
に
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ
モ

ニ
ー
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

セ
レ
モ
ニ
ー
に
先
立
ち
、今
回
入
室
す
る
サ
ー
ク
ル
の

一
つ
で
あ
る
、「
よ
さ
こ
い
部
突

風
」に
よ
る
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
が

披
露
さ
れ
ま
し
た
。

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー

は
、齋
藤
学
長
、福
永
理
事
、三

宅
理
事
、管
原
副
学
長
ら
関
係

者
約
６０
名
が
出
席
し
て
テ
ー
プ

カ
ッ
ト
が
行
わ
れ
、そ
の
後
、施

設
見
学
を
行
い
ま
し
た
。

９
月
２８
日
、長
崎
大
学
後

援
会（
吉
見
龍
一
郎
会
長
）

よ
り
、「
学
生
の
生
活
・
学
習

環
境
整
備
事
業
」の
一
環
と

し
て
、ガ
ー
デ
ン
テ
ー
ブ
ル

５
脚
が
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。

ガ
ー
デ
ン
テ
ー
ブ
ル
は
、

学
生
支
援
部
職
員
に
よ
り

組
み
立
て
ら
れ
学
生
支
援

セ
ン
タ
ー
周
辺
の
フ
リ
ー
ス

ペ
ー
ス
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

学
生
に
は
と
て
も
好
評

で
、早
速
利
用
し
仲
良
く
談

笑
す
る
姿
や
、昼
食
時
に
は

軽
食
を
と
る
姿
が
見
ら
れ

ま
し
た
。

Ｙ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ｏ
Ｉ
さ
せ
ぼ
祭
り
で

「
よ
さ
こ
い
部
突
風
」大
賞
に

ベン・ングバネ駐日南アフリカ共和国
大使が学長を表敬訪問

１０
月
３０
日
、ベ
ン
・
ン
グ
バ
ネ
駐
日
南
ア
フ
リ
カ
共
和

国
大
使
が
齋
藤
学
長
を
表
敬
訪
問
し
ま
し
た
。

医
師
で
公
衆
衛
生
の
専
門
で
も
あ
る
同
大
使
は
、本

学
や
長
崎
県
、長
崎
市
他
と
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
の
人

的
交
流
、学
術
交
流
の
促
進
の
た
め
来
崎
さ
れ
た
も
の

で
す
。

学
長
と
の
懇
談
は
、同

行
の
グ
ー
ラ
ム
・
ダ
ー

ウ
ッ
ド
一
等
書
記
官
と

と
も
に
松
岡
理
事
を
交

え
、開
発
途
上
国
に
お
け

る
熱
帯
病
感
染
症
研
究
、

放
射
線
被
ば
く
医
療
及

び
海
洋
環
境
資
源
研
究

等
に
つ
い
て
和
や
か
に
行

わ
れ
ま
し
た
。

１０
月
２７
日
か
ら
２９
日
に
か
け
て

開
催
さ
れ
た「
第
９
回
Ｙ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｋ

Ｏ
Ｉ
さ
せ
ぼ
祭
り
」に
お
い
て
、本
学

の
全
学
学
生
団
体「
よ
さ
こ
い
部
突

風
」が
、初
の
大
賞
に
輝
き
ま
し
た
。

佐
世
保
市
宮
地
町
の
名
切
お
祭
り

広
場
を
メ
イ
ン
会
場
に
開
催
さ
れ

た「
Ｙ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ｏ
Ｉ
さ
せ
ぼ
祭

り
」は
、九
州
最
大
規
模
の
よ
さ
こ
い

祭
り
で
、今
年
は
過
去
最
多
の

１
４
６
チ
ー
ム
、約
７
、０
０
０
人

が
出
場
し
ま
し
た
。

「
よ
さ
こ
い
部
突
風
」は
、一
次
審

査
を
突
破
し
た
２０
チ
ー
ム
の
中
か

ら
フ
ァ
イ
ナ
ル
ス
テ
ー
ジ
に
お
い
て
、

見
事
初
の
大
賞
に
選
ば
れ
ま
し
た
。

学生の利用風景

「よさこい部 突風」

サークルセンター

表敬訪問時の記念撮影

テープカットの様子
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長大ニュース 平成18年 9月　10月　11月 

学
長
賞
授
与
式
を
挙
行

１１
月
９
日
、学
術
研
究
活
動
、課
外
活
動
及
び

社
会
貢
献
活
動
に
お
い
て
、学
生
６
名
、大
学
院

修
了
生
１
名
、学
生
団
体
３
団
体
に
学
長
賞
が

授
与
さ
れ
ま
し
た
。

学
長
賞
を
授

与
さ
れ
た
学
生
、

大
学
院
修
了
生

及
び
学
生
団
体

は
次
の
と
お
り

で
す
。

「
世
界
保
健
ニ
ー
ズ
に
応
え
る

医
薬
品
研
究
開
発
の
た
め
の

デ
ィ
プ
ロ
マ
・コ
ー
ス
」を
開
催

１０
月
２
日
か
ら
１１
月
８
日
ま
で
、熱
帯

医
学
研
究
所
に
お
い
て「
世
界
保
健
ニ
ー

ズ
に
応
え
る
医
薬
品
研
究
開
発
の
た
め
の

デ
ィ
プ
ロ
マ
・
コ
ー
ス
」が
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
コ
ー
ス
は
、主
に
途
上
国
に
蔓
延
す

る
感
染
症
な
ど
の
重
要
性
を
考
慮
し
た
医

薬
品
研
究
開
発
に
携
わ
る
人
材
の
育
成
を

目
的
と
し
て
、長
崎
大
学
を
は
じ
め
と
す

る
４
ケ
国（
日
本
、タ
イ
、中
国
、コ
ロ
ン
ビ

ア
）６
大
学
と
世
界
保
健
機
構（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）、

日
本
薬
学
会
の
連
携
に
よ
り
、医
薬
品
開

発
に
関
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
国
内
外
の
大
学
、

官
庁
、企
業
な
ど
の
第
一
線
の
専
門
家
総

勢
６１
名
の
講
師
が
５
週
間
か
け
て
す
べ
て

英
語
で
講
義
を
行
う
も
の
で
、１１
月
８
日

の
修
了
式
で
は
齋
藤
学
長
よ
り
全
コ
ー
ス

修
了
者
１１
名
に
デ
ィ
プ
ロ
マ（
修
了
証
書
）

が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

１１
月
１０
日
、本
学
と
財
団
法
人
放
射
線

影
響
研
究
所（
広
島
市
）と
の「
教
育
及
び

研
究
等
の
協
力
に
関
す
る
協
定
」の
調
印

式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

事
務
局
第
三
会
議
室
に
お
い
て
、本
学

か
ら
朝
長
医
歯
薬
学
総
合
研
究
科
長
及
び

関
根
医
歯
薬
学
総
合
研
究
科
附
属
原
爆
後

障
害
医
療
研
究
施
設
長
、放
射
線
影
響
研

究
所
側
か
ら
寺
本
常
務
理
事
及
び
赤
星
長

崎
臨
床
研
究
部
長
の
立
会
い
の
も
と
、齋

藤
学
長
と
大
久
保
理
事
長
が
協
定
書
に
署

名
を
行
い
、協
定
が
締
結
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
の
協
定
は
、放
射
線
影
響
に
関
す

る
教
育
及
び
研
究
等
を
協
力
分
野
と
し
て
、

具
体
的
に
は
、教
育
・
研
究
及
び
被
ば
く
者

医
療
等
に
関
す
る
こ
と
、研
究
者
、教
職
員

及
び
学
生
並
び
に
研
究
生
等
の
交
流
に
関

す
る
こ
と
、研
究
資
料
・
刊
行
物
及
び
研
究

情
報
の
交
換
等
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て

共
同
研
究
・
事
業
等
を
推
進
し
ま
す
。

氏名

生産科学研究科 畠山 潤

氏名・団体名

全学空手道部 中村 隼人

全学水泳部 中村 聖宏

全学水泳部 馬場 健太

全学水泳部 大賀 清花

全学陸上競技部 奥 博志

薬学部準硬式野球部

水産学部男子端艇部

水産学部女子端艇部

氏名

医学部医学科 筒井 麻衣

学術研究活動
表彰事由

マテリアルライフ学会論文賞受賞

課外活動
表彰事由

第４７回全九州学生空手道選手権大会
男子組手「優勝」

第５３回九州国公立水泳競技大会
男子１００mバタフライ「優勝」、
男子２００mバタフライ「優勝」

第５３回九州国公立水泳競技大会
男子２００m個人メドレー「優勝」

第５３回九州国公立水泳競技大会
女子４００m自由形「優勝」

第５６回九州地区大学体育大会
男子４００m「優勝」

第４９回九薬連総合大会「優勝」

第５０回全日本カッター競技大会「第３位」

第５０回全日本カッター競技大会「優勝」

社会貢献活動
表彰事由

ひったくり事件における犯人検挙に貢献

※このほか、長崎大学のニュースは、長崎大学公式ホームページでご覧いただけます。http://www.nagasaki-u.ac.jp/

授与式終了後の記念撮影

放
射
線
影
響
研
究
所
と

「
教
育
及
び
研
究
等
の
協
力
に

関
す
る
協
定
」
を
締
結

授与式風景

ディプロマ・コース修了者を囲んでの記念撮影

調印後に大久保理事と握手を交わす
齋藤学長
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﹇
環
境
科
学
部
　
若
木
　
太
一 

教
授
﹈ 

6

古写真 幕
末
・
明
治
を
撮
っ
た

ス
テ
ィ
ル
フ
リ
ー
ド

こ
の
写
真
は
横
浜
の
ス
テ
ィ
ル
フ
リ
ー
ド

（S
T
IL
L
F
R
IE
D

）制
作
の
特
大
ア
ル
バ
ム『JA

-
P
A
N
T
Y
P
U
S
E
T
C
O
S
T
U
M
E
S

・１８６７

』の

中
の
一
枚
で
あ
る
。す
な
わ
ち
明
治
維
新
の
前
年
、

慶
応
３
年（
１
８
６
７
）に
制
作
さ
れ
た
ア
ル
バ

ム
と
い
う
こ
と
に
な
る
。か
れ
は
明
治
天
皇
を
撮

影
し
た
こ
と
で
有
名
だ
が
、オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
貴

族
の
出
で
、す
で
に
１
８
６
５
年
か
ら
１
８
６
９
年

に
か
け
て
テ
ク
ス
タ
ー
商
会
長
崎
店
の
社
員
と
し

て
働
い
て
い
た
ら
し
い
。日
本
に
来
て
Ｆ
・
ベ
ア
ト
に

写
真
技
術
を
学
ん
で
い
る
。いっ
た
ん
メ
キ
シ
コへ
お

も
む
き
義
勇
軍
に
参
加
し
て
い
る
が
、１
８
６
７

年
冬
に
は
再
び
日
本
へ
来
て
活
動
し
て
い
る（
齋

藤
多
喜
夫『
幕
末
明
治
横
浜
写
真
館
物
語
』

２
０
０
４
）。

さ
か
や
き

月
代
を
剃
る
風
習
の
め
ず
ら
し
さ

写
真
は
江
戸
時
代
か
ら
明
治
初
期
ま
で
あ
っ

た
職
業「
髪
結
い
」を
写
し
た
も
の
。日
本
独
特
の

髪
型
を
整
え
る
職
業
と
し
て
西
洋
人
に
は
珍
し

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。江
戸
時
代
以
来
の
職
業
と

し
て
ど
こ
に
も
見
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
で
月
代
は
何
の
た
め
に
剃
っ
た
の
か
。月

代
を
剃
っ
て
ち
ょ
ん
ま

げ
を
結
い
、袴
に
裃
を
着

け
、二
本
差
し
の
刀
、と

い
え
ば
時
代
劇
で
お
な

じ
み
の
侍
の
姿
で
あ
る
。

成
人
し
た
侍
が
出
仕
の

と
き
の
身
だ
し
な
み
、正

装
と
し
て
日
本
人
に
は

違
和
感
は
な
い
。し
か
し
、

よ
く
よ
く
見
れ
ば
異
様

な
髪
型
で
あ
ろ
う
。髷

を
結
う
の
は
と
も
か
く

と
し
て
、月
代
を
剃
っ
て

い
る
の
は
中
国
の
清
朝

時
代
の
弁
髪
な
ど
と
同

じ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

『
太
平
記
』に
は
月
代

を
剃
る
風
習
が
記
さ
れ

か
ぶ
と

て
い
る
。武
士
が
兜
を
被
る
と
き
蒸
れ
な
い
よ
う
に

剃
っ
た
と
い
う
説
が
あ
る
。ま
た
、中
世
の
武
士
た

ち
よ
り
以
前
に
、古
代
の
公
卿
た
ち
が
冠
や
烏

帽
子
を
着
け
る
さ
い
に
前
頭
部
の
髪
を
抜
い
た
り

月
形
に
剃
っ
た
と
い
う
説
も
あ
る（『
嬉
遊
笑
覧
』）。

徳
川
時
代
に
な
っ
て
そ
の
月
代
を
剃
る
風
習
が
町

人
た
ち
の
あ
い
だ
に
及
ん
だ
と
い
う
説
も
あ
る
が

正
確
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。

文
明
開
化
の
シ
ン
ボ
ル
、

ジ
ャ
ン
ギ
リ
頭

明
治
４
年（
１
８
７
１
）８
月
９
日
、政
府
は

「
断
髪
令（
散
髪
脱
刀
令
）」を
発
し
た
。す
で
に

刀
を
捨
て
、西
洋
式
の
散
切
り
頭
の
兵
士
や
文
明

開
化
の
風
潮
に
な
ら
っ
た
散
切
り
頭
で
新
時
代

を
謳
歌
す
る
若
者
た
ち
も
あ
っ
た
。し
か
し
一
方

政
令
に
か
か
わ
ら
ず
髷
を
切
ら
ず
旧
時
代
の
ま

ま
の
姿
で
生
き
る
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

同
年
５
月
に
出
た『
新
聞
雑
誌
』第
２
号
に

ち
か
ご
ろ
せ
け
ん

「
近
日
里
俗
ノ
歌
ニ
」と
書
き
だ
し
て
、次
の
よ
うき

な
流
行
歌
を
載
せ
て
い
る
。こ
の
新
聞
は
参
議
木

ど

た
か
よ
し

戸
孝
允（
１
８
３
３
―

１
８
７
７
）が
発
行
を
企

画
し
た
も
の
。

は
ん
は
つ
あ
た
ま

半
髪
頭
ヲ
タヽ
イ
テ
ミ
レ
バ
、

い
ん
じ
ゅ
ん

こ
そ
く

因
循
姑
息
ノ
音
ガ
ス
ル

そ
う
は
つ
あ
た
ま

総
髪
頭
ヲ
タヽ
イ
テ
ミ
レ
バ
、

お
う
せ
い
ふ
っ
こ

王
政
復
古
ノ
音
ガ
ス
ル

ジ
ャ
ン
ギ
リ
頭
ヲ
タヽ
イ
テ
ミ
レ
バ
、

文
明
開
化
ノ
音
ガ
ス
ル

こ
の「
半
髪
頭
」と
い
う
の
が
月
代
を
剃
っ
た

こ
び
ん

ち
ょ
ん
ま
げ
姿
の
こ
と
で
あ
る
。「
小
鬢
ア
ル
モ
ノ
、

小
鬢
ヲ
ソ
ル
モ
ノ
」と
説
明
し
て
い
る
。古
い
徳
川

時
代
の
風
俗
で
、そ
れ
を
捨
て
き
ら
ず
に
い
る
古

や

ゆ

風
な
、時
代
遅
れ
の
者
を
揶
揄
し
た
歌
。

「
総
髪
頭
」は
長
髪
を
いい
、「
マ
ゲ
ヲ
結
フ
モ
ノ
、

マ
ゲ
ヲ
結
ハ
ズ
後
ニ
下
ゲ
タ
ル
モ
ノ
」を
い
う
。こ
れ

も
復
古
調
の
ス
タ
イ
ル
で
、御
維
新
の
時
代
か
ら

抜
け
き
っ
て
い
な
い
輩
を
評
し
た
も
の
。

「
ジ
ャ
ン
ギ
リ
頭
」と
は
文
明
開
化
の
シ
ン
ボ
ル

と
も
い
う
べ
き「
散
切
り
頭
」の
こ
と
。「
イ
ガ
ク
リ

ニ
テ
髪
短
カ
キ
モ
ノ
、ナ
デ
ツ
ケ
ニ
テ
髪
長
キ
モ

ノ
」と
説
明
す
る
。

こ
の
明
治
４
年
は
近
代
化
を
め
ざ
す
政
府
の

画
期
的
な
政
令
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
出
た
年
で
あ
る
。

４
月
４
日
に
戸
籍
法
を
定
め
、５
月
１０
日
に
は
新

貨
条
例
で
円
、銭
、厘
の
単
位
を
定
め
、７
月
１４

日
に
廃
藩
置
県
令
、１２
月
２７
日
に
は
新
紙
幣
を

発
行
し
た
。

長崎大学附属図書館蔵
番号３９０４
写真サイズ縦２５．３�×横１９．８�
モノクロに着彩
http://hikoma.lb.nagasaki-u.ac.jp/jp/
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表紙に 
ついて 

［So many men, so many minds.］
長崎大学教育学部

情報文化教育課程芸術文化コース
（美術分野）４年

林 久美子

タイトルの意味は「十人十色」。人物
のシルエットをパターン化し、画面
いっぱいに配置しました。背景には
様 な々模様の布をランダムに使い、
均一に並んだ人型に変化を加えて
います。同じ形を使っているのに、そ
れに手を加えることで一つひとつが
違う作品になる。そのようなイメージ
の変化のおもしろさを表現したいと
思い、制作しました。




