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特 集�対 談�

好
奇
心
あ
ふ
れ
る
表
情
で
、

キ
ャ
ン
パ
ス
を
縦
横
無
尽
に
歩
き
回
る

新
入
生
の
姿
は
、大
学
の
春
の
風
物
詩
。

期
待
に
胸
を
膨
ら
ま
せ
た
彼
ら
に

長
崎
大
学
は
ど
の
よ
う
な
教
育
を
行
う
の
で
し
ょ
う
。

そ
も
そ
も
、大
学
に
お
け
る
教
育
と
は
、

ど
う
あ
る
べ
き
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。

長
崎
県
教
育
委
員
会
の
教
育
長
で
あ
る
寺
田
�
士
氏
と

片
峰
学
長
に
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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◎
司
会
・
進
行

工
学
部
教
授

原
田
哲
夫

（
本
誌
編
集
長
）

は
じ
め
に
、最
近
の
大
学
生
の
印
象
に

つ
い
て
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

寺
田

大
学
を
拠
点
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
部
活

動
な
ど
で
積
極
的
に
街
中
へ
出
て
、活
動
の
場

を
広
げ
て
い
る
よ
う
で
す
ね
。そ
の
点
は
、私
た

ち
の
学
生
時
代
と
違
っ
て
す
ば
ら
し
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

一
方
、少
々
ど
う
し
た
も
の
か
な
と
感
じ
て

い
る
の
は
、学
生
が
近
況
報
告
に
高
校
の
恩
師

を
訪
ね
て
来
た
と
き
、か
つ
て
は
、大
学
で
や
っ
て

い
る
学
問
や
研
究
に
つ
い
て
熱
く
話
す
人
が
多

か
っ
た
の
で
す
が
、い
ま
は
本
当
に
少
な
く
な
り

ま
し
た
。ま
た
、私
が
学
生
の
頃
は
、「
学
問
や

研
究
を
通
じ
て
、わ
が
国
、あ
る
い
は
人
類
に
対

し
て
何
か
貢
献
で
き
る
よ
う
に
な
る
ぞ
」と
い

う
よ
う
な「
志
」を
抱
い
て
い
ま
し
た
が
、そ
う
い

う
も
の
も
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。

片
峰

そ
れ
が
、い
ま
の
若
者
た
ち
の
気
質
な

の
か
、そ
れ
と
も
大
学
の
責
任
な
の
か
、そ
の
判

断
は
難
し
い
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
す
が
、私
は

多
分
に
大
学
の
責
任
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
て
い
ま
す
。と
い
う
の
も
、入
学
式
の
と
き
、

新
入
生
た
ち
の
目
は
輝
い
て
い
ま
す
が
、半
年

そ
し
て
１
年
と
経
つ
に
つ
れ
、ど
こ
か
生
気
の
な

い
目
を
し
た
学
生
が
増
え
て
く
る
の
で
す
。そ
の

原
因
を
大
学
は
分
析
し
、反
省
す
べ
き
は
反
省

し
、改
善
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。お
っ

し
ゃ
る
よ
う
に
大
学
は
、「
志
」を
立
て
る
場
所

で
あ
る
べ
き
で
、そ
の
環
境
を
提
供
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。そ
れ
は
、た
い
へ
ん
な
難
問
で

は
あ
る
の
で
す
が
…
。

「
志
」へ
の
扉
を
開
く
、

学
生
と
教
員
の
出
会
い

片
峰

大
学
が「
志
」を
立
て
る
場
所
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
、も
っ
と
も
大
き
な
影
響
を
与

え
る
の
が
、教
員
と
の
出
会
い
で
す
。私
が
学
長

就
任
以
来
、機
会
あ
る
ご
と
に
言
っ
て
い
る
こ
と

で
す
が
、「
志
」と
覇
気
に
あ
ふ
れ
る
学
生
を
育

て
る
た
め
に
は
、ま
ず
、教
員
の「
志
」が
高
く
な

け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。た
と
え
ば
、世
界
に
誇
る

よ
う
な
研
究
を
す
る
と
か
、他
に
は
な
い
教
育

を
行
う
な
ど
、教
育
者
、研
究
者
と
し
て
高
い

「
志
」を
持
っ
た
教
員
た
ち
を
長
崎
大
学
に
集

め
て
い
き
た
い
。そ
う
い
っ
た
教
員
と
の
出
会
い
に

触
発
さ
れ
て
、学
生
た
ち
が「
志
」を
立
て
て
い

く
。そ
う
、あ
る
べ
き
な
の
で
す
。

寺
田

大
学
が
抱
え
る
問
題
も
あ
る
の
で
し
ょ

う
が
、そ
れ
以
上
に
小
・
中
・
高
校
の
教
育
の
問

題
も
大
き
い
。私
は
、い
ま
の
日
本
の
若
者
に
対

し
、①
「
志
」の
高
い
人
が
少
な
い

②
品
性
が

低
下
し
て
い
る

③
学
習
意
欲
と
学
力
が
低

下
し
て
い
る
、と
い
う
３
つ
に
つ
い
て
大
き
な
懸

念
を
抱
い
て
い
ま
す
。特
に
①
に
つ
い
て
は
、心

の
教
育
と
言
わ
れ
て
久
し
い
で
す
が
、そ
の
中

心
に「
志
」の
教
育
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

子
ど
も
の「
憧
れ
」を
育
み
、

「
志
」へ
つ
な
げ
る

寺
田

私
は「
憧
れ
」と
い
う
言
葉
が
た
い
へ
ん

好
き
で
し
て
、漢
字
で
は
心
を
意
味
す
る「

」

に
、少
年
少
女
を
意
味
す
る「
童
」と
書
き
ま

す
ね
。つ
ま
り
、少
年
少
女
の
心
の
本
質
は「
憧

れ
」で
、そ
れ
は
、ま
だ
見
ぬ
遥
か
な
る
も
の
へ
の

思
い
、あ
る
い
は
、将
来
の
自
分
へ
の
思
い
だ
と
私

は
解
釈
し
て
い
ま
す
。こ
こ
で
重
要
な
の
は
、そ

の「
憧
れ
」が
、や
が
て
は「
志
」へ
と
変
わ
る
と
い

う
こ
と
で
す
。つ
ま
り
、「
憧
れ
」を
育
て
る
こ
と

長崎大学長

片峰 茂
Katamine Shigeru

１９７６年長崎大学医学部卒業後、東北大学大学院医学研

究科博士課程修了。医学博士。米国国立癌研究所国際

研究員、長崎大学医学部教授、２００２年より長崎大学医歯

薬学総合研究科教授。専門はウイルス学（特にプリオン）。

２００５年より長崎大学国際連携研究戦略本部長、同大学

学長特別補佐、２００７年より（独）日本学術振興会学術シス

テム研究センター主任研究員の兼務を経て、２００８年より現職。
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が
、教
育
の
中
心
、い
わ
ば
本
丸
だ
と
思
う
の
で

す
。実

は「
憧
れ
」を
初
等
・
中
等
教
育
で
育
み
、

高
等
教
育
へつ
な
ぐ
と
い
う
考
え
を
取
り
入
れ

た
事
業
を
、長
崎
県
教
育
委
員
会
で
は
今
年

度
か
ら
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
し
た
。そ
の
中
で
ポ
イ

ン
ト
に
な
る
の
が
、片
峰
学
長
が
お
っ
し
ゃ
っ
た

「
出
会
い
」で
す
。具
体
的
に
は
、「
志
」を
持
っ
て

活
動
し
て
い
る
人
に
会
っ
て
話
を
聞
く
、あ
る
い

は
伝
記
な
ど
を
通
し
て
偉
業
を
成
し
遂
げ
た

人
の
生
き
方
に
触
れ
る
、そ
う
い
っ
た「
出
会
い
」

の
場
を
創
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

ま
た
、そ
の
よ
う
な
突
出
し
た
人
物
と
の
出

会
い
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、そ
の
前
に
、子
ど
も

た
ち
の
身
近
に
い
る
親
や
教
員
た
ち
が
自
ら
の

「
憧
れ
」を
積
極
的
に
語
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
て

い
き
た
い
。

大
学
の
先
生
方
に
も
、ぜ
ひ
、ご
自
身
の「
憧

れ
」や「
志
」を
し
ょ
っ
ぱ
な
に
学
生
た
ち
に
ぶ
つ

け
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

片
峰

そ
う
な
ん
で
す
。教
員
自
身
が
、そ
う

い
う「
憧
れ
」、「
志
」を
持
っ
て
い
な
い
と
学
生
た

ち
に
は
伝
え
ら
れ
ま
せ
ん
。こ
こ
は
と
て
も
大

切
な
と
こ
ろ
で
、ア
メ
リ
カ
の
オ
バ
マ
大
統
領
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、や
は
り「C

hange

」が
、ひ

と
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

い
ま
、時
代
は
百
年
に
一
度
の
経
済
不
況
と

い
う
見
方
も
あ
れ
ば
、日
本
で
は
幕
末
以
来
の

大
変
革
の
時
代
だ
と
い
う
見
方
も
あ
り
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
世
界
史
的
に
大
き
な
変
わ
り

目
な
の
で
す
。ま
ず
は
、そ
う
い
う
時
代
の
真
只

中
に
あ
る
こ
と
を
き
ち
ん
と
認
識
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。日
本
の
社
会
は
、変
え
る
こ
と
に

対
し
て
臆
病
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、長
崎
大
学
の

教
員
は
勇
気
を
出
し
、率
先
し
て
シ
ス
テ
ム
や

も
の
ご
と
を
変
え
て
い
く
。そ
う
い
う
姿
勢
が

何
よ
り
、学
生
た
ち
に
い
い
影
響
を
与
え
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

下
村
脩
先
生
の
偉
業
は
、

学
生
や
教
員
の
財
産

片
峰

昨
年
、長
崎
大
学
薬
学
部
出
身
の
下

村
脩
先
生
が
、ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
賞
さ
れ
ま
し

た
。か
つ
て
、下
村
先
生
が
こ
の
キ
ャ
ン
パ
ス
で
日

夜
研
究
に
勤
し
ん
で
お
ら
れ
た
こ
と
を
イ
メ
ー

ジ
で
き
る
こ
と
は
、教
員
や
学
生
た
ち
に
と
っ
て

た
い
へ
ん
大
き
な
財
産
な
の
で
す
。ノ
ー
ベ
ル
賞

の
存
在
も
雲
の
上
に
あ
っ
た
も
の
が
、ぐ
ん
と
身

近
に
感
じ
た
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。下
村
先
生

の
偉
業
は
、長
崎
大
学
の「
志
」を
立
て
る
環
境

の
ひ
と
つ
と
し
て
新
た
に
加
わ
っ
た
と
も
い
え
ま

す
。

寺
田

え
え
、後
輩
た
ち
の「
志
」は
格
段
に
高

ま
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

片
峰

ま
た
、視
点
を
変
え
た
と
こ
ろ
で
は
、

長
崎
は
幕
末
、時
代
を
変
え
よ
う
と
い
う「
志
」

に
燃
え
た
若
者
た
ち
が
集
っ
た
街
で
す
が
、こ
の

地
で
坂
本
龍
馬
が
新
し
い
日
本
の
姿
を
描
い
た
、

福
沢
諭
吉
が
学
ん
だ
、と
い
っ
た
こ
と
は
、「
志
」

を
立
て
る
た
め
の
イ
メ
ー
ジ
的
な
環
境
の
素
地

が
あ
る
と
い
え
ま
す
。ぜ
ひ
、そ
れ
も
活
か
し
て

い
き
た
い
。

「
人
類
の
た
め
」が
、

自
分
の
幸
福
に
つ
な
が
る

寺
田

片
峰
学
長
は
、「
人
類
の
た
め
に
何
が

で
き
る
か
を
考
え
る
こ
と
が
、大
学
の
ス
タ
ン

ス
」（
※
本
誌
２５
号
参
照
）と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま

し
た
が
、私
は
こ
の
言
葉
に
た
い
へ
ん
感
動
し
ま

し
た
。自
分
に
と
っ
て
の
幸
福
は
何
か
と
考
え
た

と
き
、結
局
、他
の
人
の
役
に
立
っ
た
と
い
う
思

い
を
抱
く
と
き
が
幸
福
な
の
で
す
ね
。つ
ま
り
、

「
人
類
の
た
め
」が
、自
分
の
幸
福
に
つ
な
が
る
と
。

そ
れ
を
実
現
に
導
く
こ
と
が
最
高
の
教
育
な
の

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。私
自
身
も
、高
校
の
卒

業
生
な
ど
か
ら
記
念
に
ひ
と
こ
と
書
い
て
く
だ

長崎県教育委員会 教育長

寺田 �士
Terada Takashi

１９７０年東京大学文学部卒業後、長崎県の高校教員にな

る。専門科目は倫理、日本史。五島南高校、口加高校を経

て、県教育庁教職員課に勤務。その後、諫早高校教頭、県

教育庁学校教育課参事および総務課参事、島原高校校

長、長崎県教育センター所長、長崎東高校校長を経て、

２００８年４月から現職。２００６年から２年間、長崎大学経営

協議会委員も務めている。
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さ
い
と
頼
ま
れ
る
と
、「
人
の
笑
顔
を
見
て
喜
ぶ

習
性
が
あ
る
私
た
ち
人
類
は
、他
の
人
の
幸
福

に
役
立
つ
こ
と
を
自
ら
の
幸
福
と
す
る
、そ
う
い

う
遺
伝
子
が
あ
る
は
ず
だ
」と
書
い
て
い
る
の
で

す
。

片
峰

確
か
に
、そ
う
で
す
ね
。そ
れ
が
な
か
っ

た
ら
、人
類
は
こ
こ
ま
で
来
て
い
な
か
っ
た
で

し
ょ
う
。「
他
の
人
の
幸
福
の
役
に
立
つ
こ
と
を

自
ら
の
幸
福
と
す
る
」、そ
の
道
、方
法
は
い
ろ
い

ろ
あ
り
ま
す
ね
。た
と
え
ば
、医
師
や
看
護
師

の
よ
う
に
直
接
的
に
人
の
役
に
立
つ
と
い
う
や

り
方
、ま
た
、社
会
の
シ
ス
テ
ム
を
変
え
る
ア
イ

デ
ア
で
役
に
立
つ
、あ
る
い
は
、新
し
い
発
見
や

発
明
で
幸
せ
に
す
る
と
い
っ
た
道
も
あ
り
ま
す
。

ど
の
道
を
選
ぶ
か
は
、個
人
の
方
向
性
、「
志
」に

よ
っ
て
変
わ
り
ま
す
。学
生
た
ち
が
大
学
に
い
る

間
に
、そ
の
方
向
を
つ
か
み
と
っ
て
く
れ
た
ら
本

望
で
す
。「

教
え
て
、考
え
さ
せ
る

教
育
」へ
の
転
換

片
峰

社
会
に
出
て
必
須
に
な
る
能
力
は
、や

は
り
、問
題
解
決
能
力
だ
と
思
い
ま
す
が
、そ

れ
を
大
学
の
４
年
間
で
養
う
の
は
た
い
へ
ん
な

こ
と
で
す
。や
は
り
、小
・
中
・
高
・
大
と
い
う
流

れ
の
中
で
、時
間
を
か
け
て
養
う
べ
き
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

寺
田

そ
う
で
す
ね
。問
題
解
決
能
力
を
育

て
る
と
い
う
こ
と
で
、ま
ず
、私
ど
も
が
め
ざ
す

教
育
は
、子
ど
も
の
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現

力
・
創
造
力
を
育
て
て
い
き
ま
し
ょ
う
、と
い
う

も
の
で
す
。そ
う
い
っ
た
力
を
育
む
と
き
の
材
料

や
道
具
に
な
る
の
が
、「
知
識
」な
の
で
す
が
、昨

今
の
風
潮
で
あ
る「
知
育
偏
重
」や「
知
識
詰
め

込
み
」な
ど
へ
の
批
判
か
ら
、「
知
識
」の
習
得
が

悪
者
に
さ
れ
、「
知
識
」は
い
ら
な
い
か
ら
、自
分

で
考
え
て
判
断
し
な
さ
い
、表
現
し
な
さ
い
と
い

う
、つ
ま
り
、「
教
え
な
い
で
、考
え
さ
せ
ま
し
ょ

う
」と
い
う
発
想
の
授
業
が
行
わ
れ
ま
し
た
。し

か
し
、そ
れ
で
は
、な
か
な
か
子
ど
も
た
ち
は
伸

び
ず
、む
し
ろ
、逆
効
果
で
あ
っ
た
よ
う
に
感
じ

て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、い
ま
、「
教
え
て
、考
え
さ
せ
る
」授

業
へ
の
転
換
を
働
き
か
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
の「
教
え
て
、考
え
さ
せ
る
」と
い
う
の
は
、東

京
大
学
教
育
学
部
の
市
川
伸
一
氏
の
言
葉
な

の
で
す
が
、こ
れ
が
私
ど
も
の
課
題
の
ひ
と
つ
で

あ
り
ま
す
。

そ
れ
と
、実
は
考
え
る
力
を
伸
ば
す
手
法
と

い
う
の
は
、「
実
験
・
観
察
・
調
査
・
研
究
・
発
表
・

討
論
」と
い
う
、大
学
で
昔
か
ら
取
り
入
れ
ら

れ
て
い
る
す
ば
ら
し
い
手
法
が
あ
る
の
で
す
。初

等
、中
等
、高
等
教
育
の
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に

お
い
て
、こ
の
手
法
を
指
導
で
き
る
よ
う
に
な
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

諸
学
の�
カ
タ
�を

伝
え
る
教
養
教
育
へ

―
―
―
教
養
教
育
に
つ
い
て
の
ご
意
見
を
お
聞

か
せ
く
だ
さ
い
。

片
峰

教
養
教
育
は
、問
題
解
決
能
力
や
自

立
心
、あ
る
い
は
社
会
に
出
て
仕
事
が
き
ち
ん

と
で
き
る
人
間
を
育
む
た
め
に
必
要
な
わ
け
で

す
が
、実
は
私
は
、「
大
学
に
お
け
る
教
養
教
育

と
は
何
だ
ろ
う
？
」と
長
年
、疑
問
に
思
っ
て
お

り
ま
し
た
。そ
し
て
昨
年
、よ
う
や
く
そ
の
答
え

と
な
る
よ
う
な
お
話
を
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。そ

れ
は
、昨
年
秋
の
学
長
就
任
に
伴
い
、当

時
、私
が
兼
務
し
て
い
た
日
本
学
術
振
興
会
学

術
シ
ス
テ
ム
研
究
セ
ン
タ
ー
の
主
任
研
究
員
を

退
任
す
る
と
き
の
こ
と
で
す
。私
は
、副
所
長
の

石
井
紫
郎
博
士
の
と
こ
ろ
に
ご
あ
い
さ
つ
に
伺
い

ま
し
た
。ち
な
み
に
石
井
博
士
は
、法
学（
法
シ

ス
テ
ム
）の
大
権
威
で
、日
本
の
学
術
全
般
に
大

き
な
影
響
を
及
ぼ
す
論
客
の
ひ
と
り
で
す
。私

は
、石
井
博
士
に
率
直
に
自
分
の
疑
問
を
ぶ
つ
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け
ま
し
た
。「
大
学
で
教
え
る
べ
き
教
養
と
は

何
で
し
ょ
う
？
」と
。す
る
と
、「
そ
れ
は�
カ
タ

（
型
）�で
す
」と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
ま
し
た
。

石
井
博
士
は
、踊
り
や
空
手
に�
カ
タ
�が
あ
る

よ
う
に
、諸
学
に
も�
カ
タ
�が
あ
る
と
い
う
の
で

す
。こ

こ
で
い
う�
カ
タ
�は
、ス
タ
イ
ル
や
方
法
論

と
い
う
よ
り
は
、セ
ン
ス（
哲
学
の
セ
ン
ス
、文
学

の
セ
ン
ス
な
ど
）と
い
っ
た
方
が
近
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。た
と
え
ば
、中
学
や
高
校
ま
で
の
歴
史
は

知
識
を
教
え
れ
ば
い
い
が
、大
学
で
は
歴
史
学

の�
カ
タ
�を
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。そ
れ
は
、つ
ま
り
、無
尽
蔵
の
歴
史

的
事
象
の
中
か
ら
、記
述
す
べ
き
も
の
を
抽
出

し
、分
析
す
る
た
め
の
セ
ン
ス
・
手
法
と
い
っ
た
と

こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。ほ
か
の
分
野
に
も
も
ち
ろ
ん
、

�
カ
タ
�が
あ
る
と
い
い
ま
す
。な
る
ほ
ど
、�
カ

タ
�さ
え
会
得
す
れ
ば
、後
は
、当
人
の
努
力
で

い
か
よ
う
に
も
教
養
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
も
の
で
す
。

―
―
―
長
崎
大
学
の
場
合
、全
学
教
育
と
い
う

教
養
教
育
を
行
っ
て
い
ま
す
ね
。

片
峰

長
崎
大
学
は
、旧
制
高
校
の
伝
統
が

流
れ
る
独
自
の
成
り
立
ち
か
ら
、文
学
部
や
理

学
部
と
い
っ
た
教
養
教
育
の
コ
ア
に
な
る
学
部

が
あ
り
ま
せ
ん
。そ
こ
で
、教
養
教
育
は
全
学
の

教
員
が
担
当
し
て
、そ
れ
ぞ
れ
の
得
意
の
中
で

全
学
の
学
生
に
教
え
て
い
く
、全
学
教
育
を

行
っ
て
い
ま
す
。そ
ろ
そ
ろ
成
果
に
つ
い
て
総
括

し
、改
善
を
図
る
時
期
に
あ
る
と
考
え
て
い
ま

す
。学
生
た
ち
に
は
、教
養
の
真
髄
に
触
れ
て

も
ら
う
た
め
に
、や
は
り�
カ
タ
�に
通
じ
た
諸

学
の
達
人（
プ
ロ
）に
学
ん
で
ほ
し
い
。そ
の
た
め

の
教
員
組
織
を
ど
う
す
る
か
も
、い
ま
の
私
の

課
題
の
ひ
と
つ
で
す
。

寺
田

私
自
身
は
、先
生
方
が
総
が
か
り
で
取

り
組
む
全
学
教
育
は
、と
て
も
す
ば
ら
し
い
シ

ス
テ
ム
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。小
・
中
学
校
の
教

員
も
参
加
し
て
学
ば
せ
て
も
ら
い
、小
学
校

バ
ー
ジ
ョ
ン
、中
学
校
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
つ
く
る
の
も

い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

科
学
の
力
、新
た
な
知
恵
で
、

危
機
を
乗
り
越
え
る

片
峰

い
ま
、世
界
的
な
経
済
危
機
に
あ
り
、

ま
た
、地
球
環
境
の
問
題
な
ど
本
当
に
た
い
へ
ん

な
時
代
に
向
か
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

寺
田

え
え
。そ
う
い
う
意
味
で
は
、私
た
ち

は
非
常
に
幸
せ
な
世
代
で
し
た
。生
ま
れ
た
と

き
は
何
も
な
か
っ
た
け
れ
ど
、そ
れ
が
当
た
り

前
で
、ち
っ
と
も
不
自
由
だ
と
は
思
い
ま
せ
ん
で

し
た
。そ
し
て
、年
を
追
う
ご
と
に
生
活
が
豊
か

に
な
る
中
、科
学
の
力
で
世
の
中
が
ど
ん
ど
ん
い

い
方
向
へ
進
歩
し
て
い
く
の
だ
と
い
う
思
い
を
抱

い
て
少
年
時
代
を
過
ご
し
、そ
し
て
、高
度
成
長

期
に
青
年
時
代
を
過
ご
し
ま
し
た
。

い
ま
、科
学
が
引
き
起
こ
し
た
い
ろ
い
ろ
な
問

題
が
あ
り
ま
す
が
、結
局
、そ
れ
を
解
決
で
き

る
の
も
や
は
り
科
学
だ
と
、私
は
強
く
思
っ
て
い

ま
す
。

片
峰

そ
う
で
す
ね
。人
間
は
引
き
返
せ
な
い

と
思
い
ま
す
し
、な
ら
ば
、こ
の
危
機
的
な
状
況

も
新
た
な
知
恵
で
解
決
し
て
い
く
し
か
あ
り
ま

せ
ん
。そ
う
い
う
意
味
で
、大
学
な
ど
の
教
育
・

研
究
組
織
や
機
関
の
役
割
は
、た
い
へ
ん
大
き

く
、今
後
ど
う
い
う
成
果
を
出
し
て
い
く
か
、あ
る

い
は
、ど
う
い
う
人
材
を
輩
出
し
て
い
く
か
、ま

す
ま
す
重
要
性
が
増
し
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

専
門
教
育
、大
学
院
教
育

が
め
ざ
す
べ
き
も
の

―
―
―
各
学
部
に
お
け
る
専
門
教
育
、大
学

院
教
育
は
ど
う
あ
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

片
峰

そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
教
育
を
通
し
て
、学
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生
に
何
ら
か
の
付
加
価
値
を
き
ち
ん
と
与
え

て
社
会
へ
送
り
出
す
、こ
れ
は
基
本
的
な
コ
ン
セ

プ
ト
で
す
。た
と
え
ば
長
崎
大
学
工
学
部
の
○

○
学
科
の
卒
業
生
は
、こ
う
い
う
も
の
を
必
ず

持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、社
会
や
企
業
に
き

ち
ん
と
認
知
し
て
も
ら
え
る
よ
う
な
人
材
を

輩
出
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。そ
し
て
、専
門
的

な
職
業
人
と
し
て
信
頼
で
き
る
人
材
、新
た
に

い
ろ
い
ろ
な
創
造
が
で
き
る
よ
う
な
人
材
を
育

て
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、地
域
の
こ
と
だ
け
で
な
く
世
界
の
状

況
を
把
握
し
、そ
の
中
で
、自
分
の
立
ち
位
置

や
将
来
的
に
何
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
、

常
に
問
題
意
識
と
し
て
考
え
る
こ
と
の
で
き
る

よ
う
な
人
材
を
育
て
た
い
で
す
ね
。そ
し
て
、そ

の
考
え
や
思
い
を
実
現
す
る
力
も
育
て
る
。そ

の
た
め
に
、先
ほ
ど
の
教
養
教
育
に
も
ど
る
の
で

す
が
、ま
ず
、コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
必
須

で
す
。英
語
力
も
含
め
て
。そ
う
い
う
力
を
長

崎
大
学
の
学
生
に
ど
う
身
に
付
け
て
も
ら
う

か
、こ
れ
は
、近
々
の
大
き
な
課
題
の
ひ
と
つ
で

す
。同
時
に
、広
い
意
味
で
の
教
養
も
必
要
で

す
。海
外
に
出
た
と
き
、世
界
の
一
般
的
な
教

養
に
つ
い
て
語
れ
な
い
、日
本
の
文
化
も
語
れ
な

い
で
は
、通
用
し
ま
せ
ん
か
ら
。

寺
田

そ
の
た
め
に
、私
ど
も
の
長
崎
県
教
育

委
員
会
は
あ
る
の
で
す（
笑
）。１
つ
は
国
語
力

に
よ
る
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
付
け
る
こ
と
。

２
つ
目
は
数
字
を
使
っ
て
考
え
る
力
、理
論
的

な
思
考
力
を
算
数
、数
学
を
通
じ
て
鍛
え
て
い

く
。数
学
は
、お
そ
ら
く
科
学
の
言
葉
で
し
ょ
う

か
ら
、い
ろ
い
ろ
な
現
象
を
数
理
的
に
処
理
し

て
考
え
て
い
く
と
い
う
能
力
も
。３
つ
目
は
国

際
的
な
視
野
を
育
む
た
め
に
、世
界
史
の
教
育

が
大
切
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、で
き
れ
ば
、高
校
生
ま
で
の
う
ち
に
１

度
、海
外
を
経
験
さ
せ
た
い
。２
〜
３
日
で
も
、

ま
た
修
学
旅
行
で
も
い
い
か
ら
。外
国
の
地
に

実
際
に
自
分
の
足
で
立
ち
、住
人
と
実
際
に
出

会
っ
て
み
る
。そ
う
い
っ
た
経
験
は
、何
ご
と
も
国

際
的
に
協
力
し
て
進
め
て
い
く
こ
れ
か
ら
の
時

代
に
と
っ
て
、た
い
へ
ん
大
切
な
こ
と
で
す
。

片
峰

人
材
育
成
に
お
い
て
、繰
り
返
し
ま
す

が
、教
員
の
責
任
は
も
の
す
ご
く
大
き
い
の
で

す
。一
方
で
い
ま
の
大
学
の
教
員
は
、社
会
か
ら
、

大
学
内
部
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
を
求
め
ら

れ
、と
に
か
く
多
忙
で
す
。少
し
余
裕
を
持
た

せ
、本
来
の
教
育
・
研
究
に
勤
し
む
時
間
を
取

り
戻
す
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
。状
況
は
厳
し
い

で
す
が
、い
ろ
い
ろ
な
手
を
打
っ
て
い
き
ま
す
。

世
の
中
を
変
え
て
い
く

主
体
と
な
る
人
材
を
育
て
る

―
―
―
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
、ど
う
お
考
え

で
す
か
？

寺
田

私
た
ち
は
、地
域
の
共
同
体
の
良
さ
を

十
分
知
っ
て
い
る
世
代
で
す
。昔
の
子
ど
も
た
ち

は
、親
よ
り
も
近
所
の
方
々
に
見
守
ら
れ
、し
つ

け
ら
れ
な
が
ら
育
ち
ま
し
た
。失
っ
て
し
ま
っ
た

地
域
の
共
同
体
を
、い
ま
こ
そ
新
た
に
築
く
必

要
が
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。そ
う
す
れ
ば
、現

在
、起
き
て
い
る
教
育
の
問
題
の
大
部
分
が
解

決
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。私
は

こ
れ
か
ら「
ご
隠
居
さ
ん
」と
呼
ば
れ
る
身
分
に

な
り
ま
す
が
、か
つ
て
、「
ご
隠
居
さ
ん
」は
そ
の

地
域
の
精
神
的
な
拠
り
ど
こ
ろ
で
し
た
。団
塊

世
代
が
こ
れ
か
ら
、そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
そ
の

役
割
を
果
た
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
、最
近
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
ね
。

片
峰

私
た
ち
は
、こ
れ
ま
で
良
く
も
悪
く
も

世
の
中
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
世
代

で
す
。学
生
の
頃
は
、世
の
中
の
価
値
観
も
確

定
し
て
い
な
い
時
代
で
し
た
か
ら
、我
々
が
社
会

を
変
え
て
い
け
る
と
思
っ
て
、学
園
紛
争
な
ど

も
や
っ
た
わ
け
で
す
が
、後
か
ら
振
り
返
る
と
、

あ
の
頃
の
変
え
て
い
け
る
と
い
う
思
い
は
錯
覚

だ
っ
た
と
言
え
ま
す
。若
か
っ
た
我
々
の
思
い
と

は
違
う
と
こ
ろ
で
、世
の
中
は
き
ち
ん
と
動
い
て

い
た
の
で
す
。し
か
し
、今
度
は
錯
覚
で
は
な
く
、

本
当
に
何
か
を
変
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
時
期

が
来
つ
つ
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。こ
れ
か
ら
私

た
ち
の
世
代
は
、「
変
え
て
い
く
主
体
と
な
る
人

材
」を
育
て
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。こ
れ
は
、

本
当
に
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
役

割
な
の
で
す
。

◎
寺
田
教
育
長
を
学
長
室
に
お
招
き
し
て
行
わ
れ
た
今
回
の
対
談
は
、

２
時
間
に
も
及
び
、盛
ん
に
意
見
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。今
回
は
、そ
の

一
部
を
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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長
崎
大
学
医
学
部
で
「
創
薬
」
に
取
り
組
み�

多
忙
な
日
々
を
送
っ
て
い
る
池
田
先
生
は
、�

医
師
、
研
究
者
、
評
論
家
な
ど
、�

医
療
分
野
で
多
彩
な
才
能
を
発
揮
し
て
い
る
方
。�

広
い
見
識
と
鋭
い
洞
察
力
で
、�

サ
ラ
リ
と
も
の
ご
と
の
本
質
を
言
い
あ
て
ま
す
。�

そ
ん
な
先
生
の
魅
力
を
、「
創
薬
」
に
関
す
る�

お
話
な
ど
を
通
し
て
ご
紹
介
し
ま
す
。�

長崎大学医学部 創薬科学�

池田 正行 教授�
Ikeda Masayuki

◎プロフィール�
１９５６年、東京生まれ。１９８２年東京医科歯科大学卒業後、培養神経細胞の基
礎研究者をはじめ内科一般臨床医、病理解剖医など、さまざまな職場を経験。
２００３年から４年間、医薬品医療機器総合機構で新薬を承認するための業務を
担当。また、BSE評論家、知的障害・精神障害のソーシャルワーカーとしての顔
も持つ。２００８年１０月から現職。内科専門医、アメリカ内科学会会員、神経内科
専門医。自身のホームページでは医療問題について鋭い論評を展開している。�
http://square.umin.ac.jp/massie-tmd

多
く
の
人
の
つ
な
が
り
で

成
り
立
つ「
創
薬
」

「
創
薬
」と
い
う
言
葉
は
、一
般
に
は
聞
き
慣

れ
な
い
も
の
で
す
が
、そ
の
意
味
は
文
字
通
り

�
薬
を
創
り
出
す
こ
と
�。そ
し
て
池
田
先
生
の

お
仕
事
は
、�
薬
を
創
り
出
し
て
、必
要
な
人
へ

届
け
る
こ
と
�だ
と
言
い
ま
す
。「
ひ
と
つ
の
新
し

い
薬
が
世
に
出
る
た
め
に
、た
い
へ
ん
多
く
の

人
々
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
、あ
ま
り
知
ら
れ

て
い
ま
せ
ん
。た
と
え
ば
、薬
の
ア
イ
デ
ア
を
出

す
人
、研
究
室
で
薬
を
創
る
人
、研
究
に
必
要

な
道
具
や
機
材
を
提
供
す
る
人
。そ
う
し
て
で

き
た
薬
は
、治
験（
臨
床
試
験
）と
い
っ
て
、何
千

人
と
い
う
被
験
者
の
協
力
を
得
て
そ
の
効
果
や

安
全
性
が
確
か
め
ら
れ
ま
す
。こ
の
と
き
、治

験
を
行
う
病
院
な
ど
で
は
、看
護
師
、薬
剤
師
、

臨
床
検
査
技
師
な
ど
多
く
の
医
療
従
事
者
が
、

被
験
者
の
サ
ポ
ー
ト
に
あ
た
り
ま
す
」。さ
ら
に

は
、治
験
で
出
た
結
果
を
吟
味
す
る
人
、薬
を

製
造
し
て
世
に
送
り
出
す
人
な
ど
、い
ろ
い
ろ

な
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
か
ら
薬
は
生
ま
れ
て

い
る
の
で
す
。「
つ
ま
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
コ
ミ
ュニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
う
ま
く
機
能
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
わ
け
で
す
」。

「
創
薬
」の
全
体
像
を
見
渡
す

希
少
な
存
在

池
田
先
生
は
か
つ
て
、厚
生
労
働
省
の
機
関

で
あ
る
※
１Ｐ
Ｍ
Ｄ
Ａ（
医
薬
品
医
療
機
器
総
合

機
構
）の
役
人
と
し
て
、新
薬
承
認
審
査
を
行

う
立
場
に
あ
り
ま
し
た
。「
当
時
の
業
務
は
、膨

大
か
つ
こ
ま
ご
ま
と
し
た
治
験
の
デ
ー
タ
を
み

な
が
ら
、そ
の
薬
は
ど
ん
な
病
気
の
、ど
ん
な
状

態
に
あ
る
患
者
さ
ん
に
、ど
れ
く
ら
い
の
量
を
、

い
つ
使
っ
た
ら
い
い
か
、と
い
っ
た
こ
と
を
一
つ
ひ
と

つ
詰
め
て
い
く
と
い
う
、も
の
す
ご
く
た
い
へ
ん
な

作
業
で
し
た
」。医
事
・
薬
事
・
行
政
を
つ
な
い
だ

形
で
仕
事
が
行
わ
れ
る
Ｐ
Ｍ
Ｄ
Ａ
で
の
豊
富

な
経
験
を
持
つ
池
田
先
生
は
、治
験
の
成
り
立

ち
な
ど
も
十
分
理
解
し
、「
創
薬
」の
全
体
像
を

見
渡
せ
る
希
少
な
存
在
で
す
。そ
の
経
験
と
ノ

ウ
ハ
ウ
は
、２
０
０
８
年
度
の
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｃ
Ｏ

Ｅ
に
採
択
さ
れ
た
本
学
の『
熱
帯
病
・
新
興
感

染
症
の
地
球
規
模
統
合
制
御
戦
略
』（
※
本
誌

２６
号
で
紹
介
）の
医
薬
品
開
発
分
野
で
、大
い

に
活
か
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

※
１

P
M
D
A

P
harm

aceuticals
and

M
edical

D
evices

A
gency

の
略
。厚
生
省
関
連
の
独
立
行
政
法
人
。医
薬
品
、医
療

機
器
な
ど
の
審
査
及
び
安
全
対
策
、並
び
に
健
康
被
害

救
済
の
業
務
を
通
し
て
、日
本
、そ
し
て
全
世
界
の
保
健

の
向
上
を
め
ざ
す
機
関
。

活
動
の
コ
ン
セ
プ
ト
は

「
亀
山
社
中
」

現
在
、大
学
内
の
各
部
署
を
は
じ
め
病
院
、

製
薬
会
社
、関
係
省
庁
な
ど
へ
頻
繁
に
出
向
き
、

学
内
外
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
に
力
を
注
い
で

い
る
池
田
先
生
。

と
こ
ろ
で
、「
創
薬
」の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、関
わ
る
人
の
膨
大
さ
と
内
容

の
煩
雑
さ
か
ら
、そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
漠
然
と
し
て

と
ら
え
に
く
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。「
そ
れ
を
ひ

と
こ
と
で
言
う
と
し
た
ら�
シ
ン
ク
タ
ン
ク
�で

07



［治験とは？］

新しい薬の効果と安全を十分に確かめるために行われ
る臨床試験のことです。薬の効き目や副作用、効果的な
使い方について、第Ⅰ相（患者さんでなく健康な人の協
力を得て調べる）、第Ⅱ相（１００人くらいまでの患者さん
の協力を得て調べる）、第Ⅲ相（数百人から数千人の患
者さんの協力を得て調べる）の３段階に分けて、慎重に
調査が進められます。
病院では安心して治験に参加してもらうために、治験
コーディネーターが在籍し、被験者のさまざまな相談に
応じています。

す
ね
。実
際
は
、大
学
に
も
製
薬
会
社
に
も
立

派
な
箱
モ
ノ
が
あ
り
ま
す
が
、事
業
自
体
は
特

定
の
空
間
や
箱
モ
ノ
に
規
定
さ
れ
な
い
活
動
で

も
あ
り
ま
す
」。

そ
し
て
、そ
の
活
動
を
わ
か
り
や
す
く
言
語

化
す
る
な
ら
ば
、�
亀
山
社
中
�だ
と
言
い
ま
す
。

幕
末
、坂
本
龍
馬
が
新
時
代
の
到
来
を
予
感

し
、長
崎
で
結
成
し
た
日
本
初
の
総
合
商
社
で
、

風
雲
児
・
龍
馬
を
象
徴
す
る
言
葉
の
ひ
と
つ
で

す
。「
あ
の
と
き
、龍
馬
が
や
っ
た
こ
と
は
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
形
成
で
、カ
タ
チ
あ
る
も
の
で
偉
業
を

成
し
遂
げ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。そ
う
い

う
目
に
見
え
な
い
つ
な
が
り
を
意
味
す
る�
亀

山
社
中
�を
コ
ン
セ
プ
ト
に
し
た「
創
薬
」の
活

動
と
い
う
の
は
、た
ぶ
ん
他
に
は
な
い
と
思
い
ま

す
」。ま

た
、池
田
先
生
は
、長
崎
は「
創
薬
」に
ふ

さ
わ
し
い
歴
史
的
・
文
化
的
背
景
が
あ
る
と
言

い
ま
す
。「
龍
馬
に
し
て
も
、グ
ラ
バ
ー
に
し
て
も
、

何
の
縁
も
ゆ
か
り
も
な
か
っ
た
こ
の
街
で
、ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
組
み
立
て
て
時
代
を
動
か
し
ま
し

た
。長
崎
に
は
よ
そ
者
が
来
て
、自
由
な
こ
と
を

や
ら
せ
て
も
ら
え
る
、そ
う
い
う
風
土
が
あ
り

ま
す
。そ
れ
は
、大
き
な
魅
力
で
す
。さ
ら
に
、

長
崎
大
学
に
は
熱
帯
医
学
研
究
所
が
あ
り
、

日
本
は
も
と
よ
り
、海
外
に
も
広
く
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
持
っ
て
い
ま
す
。治
験
で
は
、日
本
国

内
に
な
い
病
気
の
薬
を
扱
う
場
合
や
、国
内
で

被
験
者
が
足
り
な
い
場
合
な
ど
、海
外
の
人
に

も
協
力
し
て
も
ら
う
場
面
が
あ
り
ま
す
か
ら
、

そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
使
え
る
と
い
う
の
は
重

要
な
こ
と
な
の
で
す
」。

専
門
を
聞
か
れ
る
の
が

嫌
い
な�
あ
ま
の
じ
ゃ
く
�

自
ら「
あ
ま
の
じ
ゃ
く
」と
称
す
る
池
田
先

生
に
、医
師
と
し
て
の
専
門
を
問
う
と
、「
特
に

あ
り
ま
せ
ん
」と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
う
や
っ
て
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
の
は
、カ
ッ
コ
ワ
ル

イ
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。実
際
、池

田
先
生
は
こ
れ
ま
で
神
経
内
科
医
、家
庭
医
、

基
礎
医
学
の
研
究
者
、病
理
解
剖
医
な
ど
と
し

て
さ
ま
ざ
ま
な
職
場
を
経
験
し
て
お
り
、ま
た
、

知
的
障
害
・
精
神
障
害
専
門
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー

カ
ー
、Ｂ
Ｓ
Ｅ
や
薬
事
に
関
す
る
評
論
家
な
ど
、

ひ
と
つ
の
専
門
に
は
収
ま
ら
な
い
さ
ま
ざ
ま
な

側
面
を
持
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
し
て
も
、新
し
い
環
境
や
新
し
い
分

野
に
挑
む
際
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
何
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。「
人
へ
の
好
奇
心
で
す
ね
。�
人
間
�と
い

う
抽
象
的
な
も
の
で
は
な
く
、も
っ
と
身
近
な

人
々
に
対
し
て
の
。あ
の
人
は
何
を
考
え
て
い
る

の
か
、な
ぜ
、あ
あ
い
う
行
動
を
す
る
の
か
、と

い
っ
た
好
奇
心
が
常
に
自
分
の
底
流
に
あ
る
と

思
い
ま
す
」。

広
告
の
仕
事
に

就
き
た
か
っ
た
高
校
時
代

医
師
免
許
を
自
在
に
操
る
よ
う
に
多
彩
な

活
動
を
し
て
き
た
池
田
先
生
で
す
が
、高
校
生

の
頃
は
、医
者
に
な
る
気
は
全
く
な
か
っ
た
そ

う
で
す
。「
当
時
か
ら
、僕
は
人
の
行
動
と
か
コ

ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
興
味
が
あ
り
、広
告
・
宣
伝

の
仕
事
に
就
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。医
者

「僕がいまやっていることは、表看板は薬という“モノづくり”ですが、
その本体は“人材育成”です」。

「コミュニケーションとネット
ワークというとき、言語化され
たメッセージだけをとらえが
ちだけど、実は非言語性のメッ
セージが非常に重要。だから、
僕は実際に会って話をするこ
とに重きを置きます」。

■長崎大学の治験管理センターのスタッフルーム。
CRC（Clinical Research Coordinator：治験コーディネーター）たちが治験の
被験者をサポートし、新薬の誕生を支えています。
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に
つ
い
て
は
、命
を
扱
う
恐
ろ
し
い
仕
事
で
、自

分
に
は
で
き
な
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
」。

当
時
、池
田
先
生
が
思
い
描
い
て
い
た
将
来

像
は
、か
な
り
具
体
的
で
す
。「
広
告
で
人
を
動

か
す
た
め
に
、ま
ず
、大
学
の
研
究
室
で
人
間
の

行
動
を
電
子
計
算
機
を
使
っ
て
解
析
し
研
究

す
る
。そ
の
研
究
成
果
を
大
手
広
告
代
理
店
に

就
職
し
て
応
用
す
る
。そ
こ
で
経
験
を
積
ん
だ

後
、内
閣
広
報
室
み
た
い
な
と
こ
ろ
に
入
っ
て
世

論
を
動
か
す
仕
事
を
し
た
い
な
あ
と
思
っ
て
い

ま
し
た
」。そ
れ
が
、試
し
に
受
験
し
た
医
学
部

に
受
か
っ
た
こ
と
か
ら
医
師
の
道
へ
進
む
こ
と
に
。

広
告
と
は
全
く
分
野
は
違
う
も
の
の
、人
と
コ

ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
仕
事
と
い
う
点
で
は
変

わ
り
は
な
い
よ
う
で
す
。

長
崎
の
土
地
柄
、

人
柄
を
活
か
す

池
田
先
生
は
、長
崎
に
来
て
ま
だ
ほ
ん
の
数

カ
月
。こ
の
街
や
人
々
の
印
象
に
つ
い
て
、「
長
崎

は
善
男
善
女
が
多
い
。お
人
好
し
過
ぎ
て
、ず
い

ぶ
ん
損
を
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。地
元
だ
け
で

や
っ
て
い
る
分
に
は
、そ
れ
で
完
結
で
き
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、外
と
も
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
組

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
、と
き
に
ジ
レ
ン
マ

が
あ
り
ま
す
」。一
方
で
、「
こ
の
せ
ち
辛
い
世
の

中
で
、お
金
や
地
位
と
い
っ
た
見
せ
か
け
の
幸
せ

で
は
な
く
、本
当
に
人
々
が
気
持
ち
良
く
生
活

し
て
い
け
る
社
会
が
長
崎
に
は
あ
る
と
感
じ
て

い
ま
す
」と
も
。池
田
先
生
は
、そ
う
し
た
長
崎

の
土
地
柄
、人
柄
を
そ
の
ま
ま
活
か
し
、外
に

対
し
て
変
化
を
求
め
る
方
法
も
あ
り
、そ
の
方

が
効
率
的
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。「
い
つ
も
通
用

す
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
が
、中
央
省
庁
と
の
さ

ま
ざ
ま
な
や
り
と
り
で
、相
手
に
そ
の
点
を
気

付
い
て
も
ら
う
こ
と
が
、僕
が
長
崎
の
中
に
い
る

人
間
と
し
て
、仕
事
が
で
き
る
と
こ
ろ
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
」。

若
い
あ
な
た
へ
の

メ
ッ
セ
ー
ジ

こ
こ
ま
で
、軽
快
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
応
じ
て

く
だ
さ
っ
た
池
田
先
生
で
す
が
、読
者
で
あ
る

高
校
生
に
向
け
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま

す
と
い
う
と
、事
前
に
ま
と
め
て
お
い
た
と
い
う

メ
モ
を
や
お
ら
取
り
出
し
て
読
み
上
げ
ま
し
た
。

「
私
の
言
う
こ
と
を
１
０
０
％
信
用
し
な
い
で

く
だ
さ
い
。そ
し
て
１
０
０
％
否
定
し
な
い
で

く
だ
さ
い
。ど
こ
か
の
誰
か
が
１
０
０
％
正
し
い

答
え
を
持
っ
て
い
る
と
、け
っ
し
て
思
わ
な
い
で

く
だ
さ
い
。そ
の
時
々
で
、い
ち
ば
ん
適
切
だ
と

あ
な
た
が
思
う
答
え
は
、あ
な
た
の
頭
の
中
に

し
か
あ
り
ま
せ
ん
。し
か
も
そ
の
答
え
も
、い
ま

と
１
時
間
後
で
は
違
い
ま
す
。悩
む
こ
と
、迷
う

こ
と
を
止
め
な
い
で
く
だ
さ
い
。そ
れ
を
止
め
る

と
、ご
う
慢
に
な
っ
て
し
ま
う
。不
幸
は
そ
こ
か

ら
生
じ
ま
す
」。そ
の
メ
モ
の
中
に
は
、「
あ
ま
の

じ
ゃ
く
」を
装
い
な
が
ら
も
、律
儀
で
、も
し
か

す
る
と
長
崎
人
以
上
に
お
人
好
し
な
池
田
先

生
が
い
る
よ
う
で
し
た
。

■教授室の窓から、長崎の夜景を眺める池田先生。
「長崎には、人々が幸せに暮らしていけるノウハウがあるよね」。

■学生には普段から気軽に声をかけ雑談を楽しんでいる。この日のテーマは「非言語性コ
ミュニケーションが得意な女性」について。刺激的で面白い話が次 に々。

■最近の愛読書
「こんな日本でよかったね～構造主義的日本論～」
（内田樹 著／バジリコ）

■実は、神経内科医としても
有名な先生です。
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西山（一）�
西山（二）�

西山（三）�

西山（四）�

西山台�

大手（二）�

大手（一）�

昭和（一）�

昭和（二）�

文教町�

扇町�

本原町�

上野町�橋口町�

岡町�

平和町�

本尾町�

江平�

坂本（三）�

坂本（二）�

上銭座町�

緑町�

目覚町�

岩川町�

浜口町�

平野町�

松山町�

城山町�

城栄町�

油木町�

江里町�

三芳町�

大橋町�

音無町�

千歳町�

花丘町�

住吉町�
中園町�

住吉台町�

赤迫（一）�

赤迫（二）�

泉（二）�

泉（三）�

泉（一）�

西北町�

若竹町�

錦�

宝栄町�

竹の久保町�

春木町�

茂里町�

銭座町�

川口町�

辻町�

三原町�

高尾町�

小峰町�

石神町�

片淵（五）�

片淵（四）�

片淵（三）�

片淵（二）�

片淵（一）�

下西山町�

夫婦川町�

西山本町�

大戸粕町�

馬町�

古川町�
東古川町�

魚の町�

伊良林（一）�

↓長崎新地�
↓大波止�

→蛍茶屋�

長崎バイパス�
西山入口　　↑�

↑時津�

長崎バイパス�
昭和町入口�

↑
�

JR�
西浦上�

JR浦上�

JR�
長崎�

諏訪神社�

市役所�

ブリックホール�

長崎大学病院�

陸上競技場�

ビッグN�
スタジアム�

平和公園�

チトセピア�

浦上警察署�

202

206

34

202

206

206

235

235

235

113

長崎市街地に３つのキャンパスがある長崎大学。�
離れているキャンパス間の移動は、�
バイクや路面電車を利用する学生が多いです。�
　※バイクの運転は十分に気をつけましょう。�

光仁会病院�

三原台病院�

済生会病院�

聖フランシスコ病院�

長崎原爆病院�

新中川町�

桜 町�

宝 町�

銭座町�

茂里町�

大 橋�

住 吉�

赤 迫�

五島町�

浜口町�

松山町�

岩屋橋�

若葉町�

千歳町�

諏訪神社前�

大学病院前�

浦上車庫前�

長崎大学前�

新大工町�

公会堂前�

八千代町�

長崎駅前�

浦上駅前�

昭和町通� 文教�
キャンパス�
教育学部・薬学部�
工学部・環境科学部�

水産学部�

坂本�
キャンパス�
医学部・歯学部�

片淵�
キャンパス�

経済学部�

500m

1000m

0 500m 1000m750m250m

●距離の目安�

坂本�
キャンパス�

文教�
キャンパス�

片淵�
キャンパス�

徒歩�
約10分�

約30分�路面電車�
（長崎大学前ー諏訪神社前�

  または新大工町）�

徒歩�
約5分�

約8分�路面電車�
（浜口町または大学病院前�

  ー長崎大学前）�

黄色の矢印は
「路面電車だ
けが進んで良
い」の意味。

こちらは、十字
路で見かける
信号機。青色
の矢印は「車
やバイクは進
んで良い」。

坂の街・長崎は、自転車の普及率
が極端に低いです。

チトセピア

食料品から生活雑貨、衣料品ま
で揃った店鋪や長崎市役所（支
所）、郵便局、銀行、図書室、公民
館、ホールなどが揃った施設。文
教キャンパスから徒歩８～１０分。
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�

ど
ん
な
味
か
な
？�

道を尋ねると、わざわざ目的地まで
連れて行ってくれる、そんな親切な
人が多いといわれる長崎の街。よそ
から来た人たちを快く受け入れる風
土は、江戸時代、西洋との窓口とし
て繁栄した歴史に育まれたとも言わ
れています。

知れば知るほど親しみがわく、長崎ならではの生活環境。
安心・安全、そして有意義な大学生活のために

お役立てください！

各キャンパスの周辺はお店や金融機関
など都市機能が充実し、便利な生活環
境です。文教キャンパスの場合、徒歩２
～１０分圏内に商店街・スーパー・１００円
ショップ・ホームセンターなどが揃ってい
ます。

長崎市街地を走る路面電車は、どこまで乗っても１００円（平成２１年
４月現在）が魅力。ちなみに、地元の人が単に「電車」と言うときは、
たいていは路面電車のこと。県外から来た人は、JRの電車と勘違
いして、話がちぐはぐになることもあるので気を付けて。

１年を通じてさまざな催しがある観光地、長崎。
キャンパスの外でも、いい思い出をつくろう。

●長崎電気軌道
【PCサイト】http://www.naga-den.com/
【携帯サイト】http://www.naga-den.com/navinet/

ひとり暮らしの人など、体調を崩したときはとても心細いもの。医療
機関は前もって確認しておきましょう。また、文教キャンパスにある
保健・医療推進センターでは、診察を受けたり、医療機関を紹介し
てもらうこともできます。夜間や休日は、以下のところで医療機関を
紹介しています。 長崎市内を走る路線バスは「長崎バス」と「長崎県営バス」の２

社。それぞれ路線が違います（長崎駅周辺など共通路線も有）。
「長崎大学前」や「医学部前」、「大学病院前」のバス停を利用で
きるのは「長崎バス」。「経済学部前」は県営バスです。

●救急医療機関案内電話

095-825-8199
●長崎市医師会の夜間急患センター

095-820-8699

●長崎バス
【PCサイト】http://www.nagasaki-bus.co.jp/
【携帯サイト】http://www.nagasaki-bus.co.jp/k-tai/

●長崎県営バス
【PC・携帯とも】http://www.keneibus.jp/

長崎の食を代表するちゃんぽん・皿うど
ん。中華料理店・食堂・レストランなど、
お店ごとに味が微妙に違うので、食べ
比べてみよう！

ハタ揚げ、長崎帆船まつり

ながさきみなとまつり、
ペーロン、精霊流し

長崎くんち

長崎ランタンフェスティバル 運賃の支払いは、長崎スマートカードがお得！
バスと路面電車で共通に使える積み増し式 ICカード「長崎

スマートカード」は、現金よりも１０％ほどお得です。ちなみに長

崎では、バスも路面電車も後方が乗車口、前方が降車口。運

賃は降りる時に支払います。

（いいですよ）
（知ってる？）
（やってみなさい）
（～だけど）
（頑張る）
（結ぶ）
（～だそうだ）
（穴を開ける）
（面倒くさい）

�
�
�
�
�
�
�
�
�

よかばい
知っとっと？
やってみんね
～ばってん
きばる
きびる
～げな
ほがす
やぜか

長崎県営バス長崎バス
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③ファースト・グローバリゼーションと東ティモール�

経済シリーズ�

経済・社会の�
グローバリゼーションを覗いてみよう！�

フィリピン�

台湾�

中国�

ベトナム�

ラオス�

カンボジア�

マレーシア�

カリマンタン�
（ボルネオ）島�

スラウェシ島�

シンガポール�

スマトラ島�

インドネシア�
東ティモール�

タイ�

●香港�

●ハノイ�

●�
ビエンチャン�

●バンコク�

●�
プノンペン�●ホーチミン�

マニラ●�

●�
クアラルンプール�

●ジャカルタ�

シンガポール●�

●スラバヤ�

ティモール島�

ウォレス線�

東
テ
ィ
モ
ー
ル
と「
マ
ゼ
ラ
ン
革
命
」

２
０
０
２
年
５
月
、国
連
に
よ
る
２
年
半
の

暫
定
統
治
を
経
て
、２１
世
紀
最
初
の
独
立
国
東

テ
ィ
モ
ー
ル
が
誕
生
し
ま
し
た
。小
ス
ン
ダ
列
島
に

あ
る
テ
ィ
モ
ー
ル
島
の
東
半
分
か
ら
な
る
こ
の
小

国
は
、５
０
０
年
に
わ
た
る
外
国
か
ら
の
干
渉
や

支
配
に
耐
え
て
き
た
の
で
す
。１６
世
紀
か
ら

１
９
７
５
年
ま
で
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
支
配
、こ
の

間
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
１
９
４
２
年
か
ら
４５

年
は
日
本
の
支
配
、そ
し
て
１
９
７
６
年
か
ら
９９

年
ま
で
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
支
配
下
に
あ
り
ま
し

た
。東
テ
ィ
モ
ー
ル
民
主
共
和
国
と
し
て
の
独
立

は
、こ
う
し
た
苦
難
の
歴
史
を
経
て
成
し
遂
げ
ら

れ
た
の
で
す
。

テ
ィ
モ
ー
ル
と
は
現
地
語
で
東
を
意
味
し
ま
す
。

テ
ィ
モ
ー
ル
島
は
中
国
で
は
宋
の
時
代（
９
６
０

※
１

－

１
２
７
９
年
）か
ら
白
檀
の
産
地
と
し
て
知
ら

れ
、古
く
か
ら
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
を
巡
る
交
易
網

に
組
み
込
ま
れ
て
い
ま
し
た
。イ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ウ
ォ
ー

ラ
ー
ス
テ
イ
ン
や
ア
ン
ド
レ
・
ガ
ン
ダ
ー
・
フ
ラ
ン
ク

と
い
っ
た
有
名
な
歴
史
研
究
者
た
ち
は
、グ
ロ
ー
バ

ル
な
世
界
シ
ス
テ
ム
の
出
現
を
ス
ペ
イ
ン
人
に
よ
る

南
北
ア
メ
リ
カ
の
征
服
と
と
も
に
銀
の
交
易
が
起

こ
っ
た
こ
と
に
み
て
い
ま
す
。こ
れ
に
対
し
て
、私
は

テ
ィ
モ
ー
ル
の
白
檀
交
易
が
世
界
最
初
の
グ
ロ
ー

バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

コ
ロ
ン
ブ
ス
の
ア
メ
リ
カ
大
陸
発
見
と
そ
の
後

の
展
開
に
よ
っ
て
、中
国
や
イ
ン
ド
そ
し
て
日
本
の

よ
う
な
長
い
間
技
術
的
な
成
熟
度
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

を
上
回
っ
て
い
た
国
々
は
、確
か
に
大
き
な
影
響
を

受
け
ま
し
た
。し
か
し
、ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
で
は
、

「
マ
ゼ
ラ
ン
革
命
」こ
そ
が
最
も
重
要
な
出
来
事

だ
っ
た
の
で
す
。こ
こ
に
テ
ィ
モ
ー
ル
も
関
わ
っ
て
き

ま
す
。

西
回
り
航
路
を
進
ん
だ
マ
ゼ
ラ
ン
一
行
の
う
ち
、

最
後
の
一
隻
と
な
っ
た
エ
ル
カ
ノ
を
船
長
と
す
る

ビ
ク
ト
リ
ア
号
は
、１
５
２
２
年
に
テ
ィ
モ
ー
ル
島

に
到
達
し
て
い
ま
す
。彼
ら
は
ス
ペ
イ
ン
に
帰
還
後
、

地
球
が
球
体
で
あ
る
こ
と
の
ほ
か
に
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
テ
ィ
モ
ー
ル
に
関
す
る
最
初
の
情
報
を
も
た
ら

し
ま
し
た
。白
檀
が
豊
富
で
、人
々
は
精
霊
信
仰

の
ア
ミ
ニ
ス
ト
だ
が
好
戦
的
で
も
あ
る
な
ど
と
い
っ

た
知
識
を
伝
え
た
の
で
す
。こ
の
結
果
、瞬
く
間

に
東
回
り
航
路
を
確
保
す
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
が
、マ

カ
オ
を
ベ
ー
ス
に
テ
ィ
モ
ー
ル
で
の
白
檀
交
易
を
独

占
し
ま
す
。日
本
の
長
崎
か
ら
運
び
出
さ
れ
た
銀

で
手
に
入
れ
て
い
た
広
東
の
絹
に
代
わ
っ
て
、テ
ィ

モ
ー
ル
の
白
檀
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
と
っ
て
利
益
の
上

が
る
交
易
品
に
な
っ
た
の
で
す
。メ
キ
シ
コ
か
ら
西

に
進
ん
だ
ス
ペ
イ
ン
が
、新
大
陸
の
銀
を
マ
ニ
ラ
で

中
国
産
の
絹
と
交
換
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、マ

ゼ
ラ
ン
の
お
か
げ
と
言
え
ま
す
。こ
う
し
て
世
界

の
海
洋
は
、マ
ゼ
ラ
ン
が
も
た
ら
し
た
交
易
を
通

じ
て
結
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

１７
世
紀
に
な
る
と
、テ
ィ
モ
ー
ル
と
そ
の
産
物
の

白
檀
を
巡
っ
て
、オ
ラ
ン
ダ
、つ
ま
り
オ
ラ
ン
ダ
東

イ
ン
ド
会
社
と
の
間
で
競
合
が
起
こ
り
、島
の
西

半
分
か
ら
ポ
ル
ト
ガ
ル
勢
力
は
永
久
に
閉
め
出
さ

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。１９
世
紀
末
に
は
、白
檀
の
森

林
伐
採
が
進
み
、こ
れ
に
代
わ
る
産
業
と
し
て
イ

エ
メ
ン
か
ら
ア
ラ
ビ
カ
種
の
コ
ー
ヒ
ー
豆
が
導
入
さ

れ
ま
し
た
。今
日
、東
テ
ィ
モ
ー
ル
の
大
部
分
の
家

族
は
、コ
ー
ヒ
ー
豆
の
栽
培
で
乏
し
い
生
計
を
立
て

て
い
ま
す
。

※
１

白
檀（
び
ゃ
く
だ
ん
）

イ
ン
ド
、イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
太
平
洋
諸
島
に
分
布
す
る
香
木
。

日
本
で
は
仏
壇
・
仏
具
の
材
料
や
線
香
の
原
料
に
使
わ
れ
る
。

ユ
ー
ラ
シ
ア
交
渉
と
ク
レ
オ
ー
ル
化

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
と
の
学
術
的
な
交
流
の

舞
台
と
な
っ
た
の
は
、中
国
や
イ
ン
ド
や
日
本
だ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。テ
ィ
モ
ー
ル
島
に
は
、

１
８
０
０
年
代
に
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
の
科
学

者
が
訪
れ
、人
類
の
起
源
を
探
る
研
究
を
し
て
い

ま
す
。最
も
有
名
な
人
物
は
イ
ギ
リ
ス
の
自
然
科

学
者
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
・
ウ
ォ
レ
ス
で
す
。彼

は
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
協
力
者
で
あ
り
ラ

イ
バ
ル
で
し
た
が
、生
物
の
分
布
境
界
を
示
す

※
２

「
ウ
ォ
レ
ス
線
」の
発
見
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。こ
の

境
界
に
隣
接
す
る
テ
ィ
モ
ー
ル
島
は
、カ
ン
ガ
ル
ー

や
ユ
ー
カ
リ
の
木
に
固
有
種
が
み
ら
れ
ま
す
。

「
マ
ゼ
ラ
ン
革
命
」は
島
の
人
々
に
新
し
い
植
物

や
食
べ
物
を
広
め
ま
し
た
。と
う
も
ろ
こ
し
、別
種

の
タ
ロ
イ
モ
、じ
ゃ
が
い
も
、ト
マ
ト
、ピ
ー
マ
ン
、タ

バ
コ
な
ど
で
す
。現
在
で
も
と
う
も
ろ
こ
し
は

人
々
の
主
食
で
す
。こ
れ
ら
の
植
物
栽
培
は
、中
国

沿
岸
部
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
、も
し
か
し
た
ら
九
州
な

ど
で
も
、米
の
生
産
が
困
難
な
丘
陵
地
や
山
間

部
に
広
が
り
、こ
う
し
た
地
域
の
人
口
増
加
に
つ

な
が
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、「
マ
ゼ
ラ
ン
革
命
」の
も
う
一
つ
の
産
物

は
、ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
か
ら
イ
ン
ド
、中
国（
マ
カ
オ
）

※
３

に
至
る
沿
岸
地
域
の
ク
レ
オ
ー
ル
化
、つ
ま
り
そ
の

地
で
生
ま
れ
て
本
国
を
知
ら
な
い
人
々
が
増
え
文

化
が
混
交
す
る
と
い
っ
た
現
象
が
進
ん
だ
こ
と
で

す
。テ
ィ
モ
ー
ル
に
と
っ
て
も
、キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教

師
に
よ
っ
て
新
し
い
宗
教
が
伝
え
ら
れ
た
こ
と
が

重
要
な
出
来
事
で
し
た
。今
日
の
東
テ
ィ
モ
ー
ル

が
ブ
ラ
ジ
ル
や
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク
な
ど
と
と
も
に
ポ

ル
ト
ガ
ル
語
諸
国
共
同
体
の
一
員
で
あ
る
こ
と
か

ら
わ
か
る
よ
う
に
、こ
の
数
百
年
間
で
作
ら
れ
て

き
た
新
し
い
社
会
は
、ポ
ル
ト
ガ
ル
や
中
国
や
ア
フ

人
類
最
初
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
、

ユ
ー
ラ
シ
ア
を
舞
台
に
し
た
東
西
交
渉
に
あ
っ
た
。

マ
ゼ
ラ
ン
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た

フ
ァ
ー
ス
ト
・
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
、

ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
何
を
も
た
ら
し
た
の
か
。

今
回
は
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
Ｃ
・
ガ
ン
先
生
の
お
話
か
ら
、

「
マ
ゼ
ラ
ン
革
命
」要
衝
の
地
テ
ィ
モ
ー
ル
島
の
歴
史
と

新
国
家
東
テ
ィ
モ
ー
ル
の
現
状
を
覗
い
て
み
ま
す
。

メルボルン大学、クイーンズランド大
学、モナッシュ大学でアジアの歴史・
政治を学ぶ。
卒業後、ニュー・サウス・ウェールズ大
学（シドニー）、ブルネイ・ダルサラム
大学やシンガポール国立大学教員
を経て、１９９４年７月から長崎大学経済学部教授、国際関係論
を担当。インドシナ、マカオ、長崎、東ティモールなどに関する著
作多数。学術誌 Journal of Contemporary Asiaの編集委員。

経済学部

ジェフリー・C・ガン教授
Geoffrey C. Gunn

ガン先生の著作の数々。奥は
『ファースト・グローバリゼーショ
ン；ユーラシア交渉１５００－１８００』
（Rowman & Littlefield 出版：
米国マサチューセッツ州ランハ
ム、２００３年）

２００２年５月の独立式典の様子

ティモール島の古地図
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リ
カ
や
イ
ン
ド
の
血
が
混
ざ
っ
た
社
会
で
、人
々
は

い
く
分
ク
レ
オ
ー
ル
化
さ
れ
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
を

話
し
て
い
る
の
で
す
。

※
２

ウ
ォ
レ
ス
線

生
物
の
分
布
境
界
線
と
し
て
最
初
に
発
見
さ
れ
た
。カ
リ
マ
ン
タ

ン
島
と
ス
ラ
ウ
ェ
シ
島
の
間
を
通
り
、西
側
は
ト
ラ
な
ど
が
生
息

す
る
東
洋
区
、東
側
は
カ
ン
ガ
ル
ー
な
ど
が
生
息
す
る
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
区
に
分
類
さ
れ
る
。

※
３

ク
レ
オ
ー
ル
化

ク
レ
オ
ー
ル
と
は
、元
来
は
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
生
ま
れ
の
子
ど

も
の
こ
と
。そ
こ
か
ら
植
民
地
で
生
ま
れ
た
人
・
も
の
・
言
語
・
文

化
な
ど
は
、総
称
し
て
ク
レ
オ
ー
ル
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
構
成
要
素
の
混
交
現
象
を
ク
レ
オ
ー

ル
化
と
呼
ぶ
。

日
本
と
の
政
治
的
・
経
済
的
関
係

国
連
暫
定
政
府
は
、人
口
の
三
分
の
一
が
惨

殺
さ
れ
る
よ
う
な
圧
政
か
ら
東
テ
ィ
モ
ー
ル
の

人
々
を
救
い
ま
し
た
。し
か
し
、人
々
は
今
日
の
世

界
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
は
取
り
残
さ
れ

た
ま
ま
で
す
。こ
う
し
た
中
、ポ
ル
ト
ガ
ル
や
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
の
ほ
か
に
、日
本
は
開
発
援
助
の
最

大
の
貢
献
国
と
な
っ
て
い
ま
す
。と
く
に
、電
力
や

水
道
供
給
、首
都
デ
ィ
リ
で
の
港
湾
整
備
、資
本

提
供
な
ど
で
援
助
を
行
っ
て
い
ま
す
。Ｎ
Ｇ
Ｏ（
民

間
に
よ
る
支
援
組
織
）や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
団
体

も
常
時
活
動
し
て
い
ま
す
。

２
０
０
２
年
２
月
、日
本
政
府
は
東
テ
ィ
モ
ー

ル
に
自
衛
隊
精
鋭
の
工
兵
大
隊
５
５
０
名
を
派

遣
し
ま
し
た
。し
か
し
、す
で
に
平
和
が
回
復
し
て

か
ら
の
派
遣
は
、日
本
の
納
税
者
に
多
額
の
負
担

を
強
い
る
だ
け
と
な
り
、問
題
視
す
る
声
も
あ
り

ま
し
た
。も
っ
と
言
え
ば
、そ
う
し
た
資
金
は
Ｊ
Ｉ

Ｃ
Ａ（
国
際
協
力
機
構
）の
よ
う
な
国
際
的
な
協

力
機
関
や
民
間
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
に
直
接
渡

し
た
方
が
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
で

す
。当
時
、東
テ
ィ
モ
ー
ル
政
府
は
日
本
の
支
援
に

深
く
感
謝
し
ま
し
た
が
、市
民
社
会
グ
ル
ー
プ
は

日
本
の
Ｐ
Ｋ
Ｏ（
国
連
平
和
維
持
活
動
）に
抗
議

し
、第
二
次
世
界
大
戦
中
に
人
口
の
約
１５
％
が

死
亡
し
た
日
本
軍
の
行
為
に
対
す
る
謝
罪
を
要

求
し
ま
し
た
。

そ
の
後
２
０
０
６
年
に
は
、大
半
は
浪
費
さ
れ

て
し
ま
う
外
国
か
ら
の
数
十
億
ド
ル
の
援
助
が
も

た
ら
す
乏
し
い
成
果
を
巡
っ
て
反
乱
軍
が
蜂
起
し

ま
し
た
。２
０
０
８
年
２
月
に
は
ラ
モ
ス＝

ホ
ル

タ
大
統
領
が
反
政
府
勢
力
に
襲
撃
さ
れ
、か
ろ
う

じ
て
一
命
を
取
り
と
め
る
と
い
っ
た
事
態
が
あ
り

ま
し
た
。国
際
社
会
は
１
９
９
９
年
に
東
テ
ィ

モ
ー
ル
を
救
い
ま
し
た
が
、独
立
後
の
混
乱
は
現

在
も
続
き
、雇
用
や
治
安
の
面
で
人
々
の
社
会
不

安
も
解
消
し
て
い
ま
せ
ん
。国
連
の
活
動
で
言
え

ば
、私
は
、現
在
日
本
が
議
長
国
で
あ
る
国
際
平

和
構
築
委
員
会
の
リ
ス
ト
に
東
テ
ィ
モ
ー
ル
を
載

せ
る
こ
と
を
主
張
し
て
き
ま
し
た
。今
後
十
数
年

間
は
、国
連
に
よ
る
密
接
な
関
与
が
必
要
だ
と
思

い
ま
す
。

（
訳
・
編
集
委
員
）

チョンカで遊ぶ少女。チョンカはアフリカ・モザンビークに起源をもつ、石を使ったゲーム

平地部の農耕には、トラクターの代わりに水牛を使う収穫したとうもろこしを運ぶ少年

PKO当時の自衛隊機
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１�

近
代
化
遺
産
と
は
、日
本
の
近
代
化
を
支

え
た
建
築
物
、都
市
施
設
や
産
業
施
設
の
こ

と
で
あ
る
。長
崎
県
は
日
本
の
西
端
に
位
置
し
、

日
本
の
中
で
も
特
異
な
近
代
化
が
な
さ
れ

た
地
域
で
あ
る
た
め
、多
く
の
近
代
化
遺
産

が
残
さ
れ
て
い
る
。こ
れ
ら
の
建
造
物
を
芸

術
的
・
技
術
史
的
に
評
価
し
、日
本
の
文
化

財
と
し
て
保
存
す
る
と
共
に
、観
光
資
源
と

し
て
活
用
す
る
必
要
が
あ
る
。文
化
財
と
し

て
の
価
値
、建
造
物
の
補
修
技
術
、地
域
活

性
化
へ
の
活
用
な
ど
の
研
究
が
進
め
ら
れ
て

い
る
。

�
長
崎
外
国
人
居
留
地

（
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
）

■
長
崎
外
国
人
居
留
地
の
成
立

日
本
の
近
代
化
は
安
政
５
年（
１
８
５
８
）の
修

好
通
商
条
約
に
よ
る
、５
港
の
開
港
と
外
国
人
居

留
地
の
建
設
に
よ
り
始
ま
る
。長
崎
に
は
江
戸
時
代

か
ら
続
く
出
島
蘭
館
と
唐
人
屋
敷
が
あ
っ
た
が
、大

浦
湾
を
埋
め
立
て
周
辺
の
畑
を
造
成
し
、東
山
手
・

大
浦
・
下
り
松
・
南
山
手
一
帯
を
外
国
人
居
留
地
に

設
定
し
た
。江
戸
時
代
の
伝
統
的
な
都
市
の
中
に
、

近
代
的
な
都
市
計
画
に
よ
る
西
洋
風
の
街
区
が
出

現
し
た
。産
業
革
命
を
経
た
欧
米
の
技
術
は
、外
国

人
居
留
地
か
ら
国
内
に
導
入
さ
れ
、居
留
地
内
に
建

設
さ
れ
た
教
会
は
、キ
リ
ス
ト
教
布
教
の
窓
口
と

な
っ
た
。

■
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区

長
崎
市
の
東
山
手
・
大
浦
・
南
山
手
地
区
の
旧
外

国
人
居
留
地
区
内
に
は
、様
々
な
洋
風
建
築
物
が

残
さ
れ
て
い
る
。ま
た
、居
留
地
時
代
の
ま
ま
に
、地

形
や
道
路
と
共
に
、石
畳
、側
溝
な
ど
の
土
木
遺
構

が
残
さ
れ
、日
本
に
お
け
る
初
期
の
居
留
地
の
形
態

が
保
存
さ
れ
て
い
る
。そ
の
た
め
に
、東
山
手
と
南
山

手
地
区
は
、平
成
３
年（
１
９
９
１
）国
の
重
要
伝

統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
選
定
さ
れ
た
。伝
統

的
建
造
物
群
保
存
地
区
と
は
、文
化
財
保
護
法
で

規
定
さ
れ
た
、町
並
み
の
重
要
文
化
財
に
相
当
す
る

地
域
で
あ
る
。２
０
０
８
年
６
月
全
国
で
８３
地
区

が
選
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
長
崎
外
国
人
居
留
地
を
研
究
す
る
た
め
に

長
崎
大
学
附
属
図
書
館
で
は
、居
留
地
時
代
の
古

写
真
を
収
集
し
て
き
た
。

工学部教授

岡林 隆敏
Okabayashi Takatoshi

マリア園（南山手）

大浦・東山手居留地 ３）

東山手１２番館
（長崎市旧居留地私学歴史資料館）２）

外国人居留地地図 １）

東山手伝統的建造物群保存地区

伝統的建造物群保存地区 ２）

東山手７棟洋館 ２）

居留地境
（東山手）

南山手伝統的建造物群保存地区

どんどん坂
（南山手）

15



福江島�

久賀島�

椛島�

五島灘�

奈留島�

若松島�

中通島�
平島�

宇久島�

平戸島�

生月島�
中江ノ島� 鷹島� 福島�

伊万里市�

武雄市�

佐賀県�

有明海�

黒島�

大島�

松島�

大村湾�

時津�長与�

長崎半島�

天草灘�

橘湾�

諫早湾�

野崎島�

江ノ島�

西海国立公園�

五島市�

新上五島町�

小値賀町�

平戸市�

松浦市�

佐世保市�

西海市�

大村市�

諫早市� 雲仙市�

島原市�

南島原市�

長崎市�

島原地区�

長崎地区�

五島地区�

平戸・佐世保地区�

堂崎教会�

黒崎教会�

ド・ロ神父遺跡�
旧出津救助院�
出津教会�

旧野首教会�

浦上天主堂�

神ノ島教会�

日本二十六聖人殉教地� サント・ドミンゴ教会跡�

田平天主堂�

黒島天主堂�

日野江城跡�

原城跡�

吉利支丹墓碑�

旧五輪教会堂�

頭ヶ島天主堂�

江上教会�

大曽教会�

大野教会�

紐差教会�

宝亀教会�

青砂ヶ浦天主堂�

大浦天主堂�
旧羅典神学校�
旧大司教館�

N

�
長
崎
の
教
会
群
と

キ
リ
ス
ト
教
関
連
遺
産

（
世
界
遺
産
暫
定
登
録
）

■
五
島
の
キ
リ
ス
ト
教
教
会
群

元
治
元
年（
１
８
６
４
）、南
山
手
の
外
国
人
居

留
地
の
一
画
に
、プ
チ
ジ
ャ
ン
神
父
は
慶
長
２
年

（
１
５
９
７
）に
殉
教
し
た
２６
聖
人
の
た
め
に
、大
浦

天
主
堂
を
建
設
し
た
。日
本
に
、潜
伏
信
徒
が
い
る

こ
と
が
分
か
り
、潜
伏
信
者
が
多
く
住
ん
で
い
た
五

島
列
島
で
は
こ
れ
ら
の
信
者
が
復
活
し
た
。信
者
達

は
神
父
の
指
導
を
受
け
、自
分
達
の
力
と
地
元
の
資

材
を
用
い
て
、五
島
の
浦
々
の
集
落
に
教
会
を
建
設

し
た
。こ
の
よ
う
な
教
会
は
、今
で
も
、五
島
、平
戸
、

長
崎
、天
草
な
ど
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。日
本
人

大
工
棟
梁
鉄
川
与
助
に
よ
る
も
の
や
、地
方
固
有
の

材
料
を
用
い
た
木
造
、煉
瓦
造
、石
造
、コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
な
ど
、明
治
初
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の

変
化
に
富
ん
だ
教
会
建
築
群
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。

■
世
界
遺
産
登
録
に
向
け
て

平
成
１２
年（
２
０
０
０
）８
月
、建
築
修
復
学
会

五
島（
奈
留
）大
会
で
は
、五
島
周
辺
の
教
会
群
を

「
世
界
遺
産
」に
す
る
た
め
の
運
動
を
す
る
こ
と
を

決
め
た
。「
世
界
遺
産
」は
、昭
和
４７
年（
１
９
７
２
）

に
ユ
ネ
ス
コ
総
会
で
採
択
さ
れ
た「
世
界
遺
産
条
約
」

に
基
づ
き
、世
界
遺
産
リ
ス
ト
に
登
録
さ
れ
た
、優

れ
た
自
然
、景
観
、遺
跡
な
ど
で
あ
る
。長
崎
県
で
は
、

�
五
島
周
辺
の
教
会
群
、�
長
崎
市
の
キ
リ
ス
ト
教

関
連
遺
産
、�
島
原
の
乱
に
関
す
る
遺
跡
な
ど
を

構
成
資
産
と
し
て
、「
長
崎
の
教
会
群
と
キ
リ
ス
ト

教
関
連
遺
産
」の
名
称
で
提
案
し
、平
成
１９
年

（
２
０
０
７
）日
本
の
暫
定
リ
ス
ト
に
登
録
さ
れ
て
い

る
。平
成
２１
年
１
月
現
在
、日
本
の
世
界
遺
産
１４
件

（
文
化
遺
産
１１
件
、自
然
遺
産
３
件
）、暫
定
一
覧

１２
件
で
あ
る
。

大浦天主堂

旧五輪教会堂 ４）江上教会 ４）

世界遺産構成資産の分布 ４）

大浦天主堂（古写真）３）

頭ヶ島天主堂 ４）旧野首教会 ４）
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長崎大学�

長崎市�
外海地区�

〈所 蔵〉
１）長崎県立長崎図書館
２）長崎市文化財課
３）長崎大学附属図書館
４）長崎県知事公室世界遺産担当
５）ド・ロ神父記念館
６）長崎市世界遺産推進室

�
外
海
地
区
の
重
要
文
化
的

景
観
地
区
選
定
に
向
け
て

■
教
会
を
中
心
と
し
た
外
海
地
区
の
近
代
化

長
崎
市
外
海
地
区
は
、地
図
に
示
し
た
よ
う
に
日

本
本
土
の
最
西
端
に
あ
り
、江
戸
時
代
に
は
弾
圧
さ

れ
た
キ
リ
ス
ト
教
信
者
の
多
く
が
、こ
こ
か
ら
船
で

五
島
列
島
に
移
住
し
た
。慶
応
元
年（
１
８
６
５
）

に
、プ
チ
ジ
ャ
ン
神
父
が
出
津（
旧
外
海
町
出
津：

現
長
崎
市
）を
訪
問
し
、キ
リ
ス
ト
教
信
者
が
復
活

し
た
。明
治
１２
年（
１
８
７
９
）、マ
ル
コ
・マ
リ
・
ド
・ロ

神
父
が
外
海
地
区
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。フ

ラ
ン
ス
の
貴
族
で
あ
っ
た
ド
・ロ
神
父
は
、外
海
地
区

の
住
民
の
貧
し
さ
を
見
て
、宗
教
に
根
ざ
し
た
教

育
・
福
祉
・
地
域
振
興
を
図
っ
た
。出
津
教
会（
明
治

１５
年
・
１
８
８
２
）、救
助
院（
明
治
１６
年
）、鰯
網

工
場
、保
育
所（
明
治
１８
年
）を
建
設
し
、小
麦
、綿
、

茶
を
栽
培
す
る
た
め
農
場
を
開
墾
し
た
。現
在
、こ

れ
ら
、教
会
を
中
心
と
し
た
集
落
が
、特
異
な
文
化

的
景
観
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

■
重
要
文
化
的
景
観
地
区
選
定
に
向
け
て

近
年
の
都
市
化
の
進
展
に
伴
っ
て
、減
少
す
る
日

本
固
有
の
美
し
い
山
村
・
農
村
風
景
を
保
存
す
る
た

め
に
文
化
財
保
護
法
の
中
に
、「
重
要
文
化
的
景

観
」の
保
護
が
規
定
さ
れ
た
。平
成
２１
年（
２
０
０

９
）２
月
現
在
で
、日
本
を
代
表
す
る
棚
田
・
里
山
・

水
辺
景
観
が
、全
国
で
１５
件
選
定
さ
れ
て
い
る
。長

崎
市
で
は
外
海
地
区
の「
重
要
文
化
的
景
観
」選
定

に
向
け
て
、県
内
大
学
と
共
に
調
査
・
研
究
を
行
っ

て
い
る
。ド
・ロ
神
父
が
、フ
ラ
ン
ス
の
近
代
農
業
技
術

を
導
入
し
、農
村
経
営
を
行
い
、マ
カ
ロ
ニ
や
綿
織
物

な
ど
を
外
国
人
居
留
地
で
販
売
し
た
。そ
の
結
果
、

写
真
の
よ
う
な
海
岸
か
ら
山
頂
に
続
く
西
彼
杵
半

島
の
斜
面
地
に
、教
会
を
中
心
と
す
る
集
落
が
形

成
さ
れ
た
。出
津
教
会
、救
助
院
、旧
鰯
網
工
場

（
ド
・ロ
神
父
記
念
館
）、大
平
作
業
所
や
当
時
の
農

業
遺
構
な
ど
が
、日
本
に
お
け
る
特
異
な
景
観
を
形

成
し
て
い
る
。

大平作業所跡

出津教会周辺（明治２０年頃）５）

ド・ロ神父 ６）

出津教会周辺（現在）

旧救助院 ６）

長崎市外海地区

出津教会

旧鰯網工場（ド・ロ神父記念館）６）
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長大ニュース�

「
エ
コ
ポ
ス
タ
ー
２
０
０
８
」表
彰
式

１
月
２６
日
、学
長
室
に
お
い
て
、環
境
委
員
会

が
学
内
公
募（
本
学
の
児
童
・
生
徒
・
学
生
及
び

教
職
員
が
対
象
）し
た
環
境
対
策
等
啓
発
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
ポ
ス
タ
ー「
エ
コ
ポ
ス
タ
ー
２
０
０
８
」の
優

秀
作
品
表
彰
式
を
挙
行
し
ま
し
た
。応
募
作
品

総
数
は
、「
ウ
ォ
ー
ム
・
ビ
ズ
部
門
」「
ク
ー
ル
・
ビ
ズ

部
門
」「
Ｃ
Ｏ
２
削
減
・
温
暖
化
防
止
部
門
」の
３

部
門
合
わ
せ
て
、２
３
４
点
。

審
査
の
結
果
、最
優
秀
賞
は
、「
ウ
ォ
ー
ム
・
ビ
ズ

部
門
」が
教
育
学
部
附
属
小
学
校
５
年
菅
野
い

さ
な
さ
ん
の
作
品
、「
ク
ー
ル
・
ビ
ズ
部
門
」が
同
小

２
年
山
口
諒
一
郎
君
の
作
品
、「
Ｃ
Ｏ
２
削
減
・
温

暖
化
防
止
部
門
」が
同
小
４
年
新
屋
京
平
君
・

田
川
昇
太
君
・
西
村
晃
君
が
協
同
制
作
し
た

作
品
に
決
定
し
ま
し
た
。
ま
た
、「
エ
コ
ポ
ス

タ
ー
２
０
０
８
大
賞
」に
は
、新
屋
君
ら
の
作
品

が
選
ば
れ
ま
し
た
。

表
彰
式
で
は
、田
井
村
環
境
委
員
会
委
員
長
、

濱
理
事
、嘉
松
附
属
小
学
校
副
校
長
、古
野
同
小

教
頭
及
び
保
護
者
ら
の
列
席
の
も
と
、片
峰
学
長

か
ら
受
賞
者
へ
賞
状
及
び
副
賞
が
授
与
さ
れ
ま
し

た
。片

峰
学
長
か
ら「
環
境
問
題
に
つ
い
て
想
像
す

る
こ
と
は
大
事
。皆
さ
ん
も
い
ろ
ん
な
こ
と
を
想
像

し
、夢
を
持
ち
続
け
よ
う
」と
祝
辞
が
あ
り
、「
エ
コ

ポ
ス
タ
ー
２
０
０
８
大
賞
」の
新
屋
君
は
、「
地

球
温
暖
化
を
人
々
の
力
で
無
く
し
て
行
こ
う
と

思
っ
た
」と
作
品
へ
の
思
い
を
述
べ
る
な
ど
、希
望
に

あ
ふ
れ
る
受
賞
者
の
声
が
聞
か
れ
ま
し
た
。

「
科
学
技
術
へ
の
顕
著
な
貢
献
２
０
０
８

（
ナ
イ
ス
ス
テ
ッ
プ
な
研
究
者
）」に
選
定

熱
帯
医
学
研
究
所
環
境
医

学
部
門
生
態
疫
学
分
野
の
嶋

田
雅
曉
教
授
は
、ケ
ニ
ア
を
拠

点
と
し
て
感
染
症
対
策
に
か

か
わ
る
国
際
研
究
交
流
を
推

進
し
た
と
し
て
、１２
月
２５
日
、

文
部
科
学
省
科
学
技
術
政
策

研
究
所（
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
※
）の「
ナ
イ
ス
ス
テ
ッ
プ
な
研
究
者
」

（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
国
際
研
究
交
流
部
門
）に
選
定
さ
れ
ま
し
た
。

「
ナ
イ
ス
ス
テ
ッ
プ
な
研
究
者
」は
、文
部
科
学
省
科
学
技
術
政

策
研
究
所
が
、平
成
１７
年
よ
り
、科
学
技
術
に
関
す
る
顕
著
な
業

績
の
中
か
ら
、特
に
科
学
技
術
政
策
上
注
目
す
べ
き
業
績
を
上
げ

た
方
々
を
選
定
し

て
い
る
も
の
で
す
。

な
お
、科
学
技
術

政
策
研
究
所
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ（http://

w
w

w
.nistep.go.jp

/index-j.htm
l

）に
、

プ
レ
ス
発
表
資
料

が
掲
載
さ
れ
て
い

ま
す
。

※N
IST

E
P

(N
ationalInstitute

ofScience
and

Technology
Policy)

第
３３
回

長
崎
大
学
駅
伝
大
会
を
実
施

１
月
２４
日
、文
教
キ
ャ
ン
パ
ス
内
に
お
い
て
、今
年

で
３３
回
目
と
な
る
毎
年
恒
例
の
長
崎
大
学
駅
伝
大

会
を
実
施
し
、雪
が
舞
う
寒
空
の
下
、男
女
合
わ
せ

て
６３
名
の
学
生
が
参
加
し
ま
し
た
。

被
り
物
や
メ
イ
ク
を
し
て
参
加
す
る
チ
ー
ム
も
あ

る
中
、各
チ
ー
ム
と
も
元
気
に
真
冬
の
キ
ャ
ン
パ
ス
を

駆
け
抜
け
、激
し
い
優
勝
争
い
を
繰
り
広
げ
ま
し
た
。

上
位
の
結
果
は
、次
の
と
お
り
で
す
。

■
男
子
の
部（
１
・
５
キ
ロ
×
７
人
）

・
優
勝

医
学
部
陸
上
部

・
準
優
勝

水
泳
部

■
女
子
の
部（
１
・
５
キ
ロ
×
５
人
）

・
優
勝

医
学
部
陸
上
部

・
準
優
勝

水
泳
部

学
内
合
同
企
業
説
明
会
を
開
催

２
０
１
０
年
春
卒
業
及
び
修
了
予
定
者
を
対
象

と
し
た
学
内
合
同
企
業
説
明
会
を
、補
助
体
育
館

に
お
い
て
、１
月
２３
日
、２４
日
、２
月
１９
日
、２０
日
に

開
催
し
ま
し
た
。

厳
し
い
就
職
状
況
が
続
く
中
、よ
り
多
く
の
企
業

の
採
用
情
報
を
直
接
、人
事
担
当
者
か
ら
聞
く
こ
と

が
で
き
る
場
と
し
て
設
け
た
も
の
で
、４
日
間
で

２
２
０
社
も
の
企
業
に
ブ
ー
ス
を
設
置
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

訪
れ
た
学
生
は
７
２
１
人
。ス
ー
ツ
を
身
に
ま
と

い
、参
加
企
業
の
デ
ー
タ
な
ど
を
記
載
し
た
冊
子
を

片
手
に
各
企
業
の
ブ
ー
ス
を
熱
心
に
回
り
ま
し
た
。

今
後
の
進
路
を
考
え
る
う
え
で
、た
い
へ
ん
有
意
義
な

時
間
を
過
ご
し
た
よ
う
で
す
。

◎
前
号（
第
２６
号
）の
記
事
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

訂
正
し
て
お
詫
び
い
た
し
ま
す
。

２
ペ
ー
ジ
本
文
下
段
お
よ
び
写
真
③

誤「
安
永
俊
五
教
授
」↓
正「
安
永
峻
五
教
授
」

２
ペ
ー
ジ
下
段

誤「
江
上
不
二
男
先
生
」↓
正「
江
上
不
二
夫
先
生
」

６
ペ
ー
ジ
地
図
中
の
国
名

誤「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
」↓
正「
セ
ル
ビ
ア
」お
よ
び「
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
」

平成２０年～２１年
１２月・１月・２月

男女とも優勝の医学部陸上部

嶋田雅曉教授

企業説明会の様子

ケニアで活動中の嶋田教授

エ
コ
ポ
ス
タ
ー
大
賞

�
Ｃ
Ｏ
２
削
減
・
温
暖
化
防
止
部
門
最
優
秀
賞

�
ク
ー
ル
・
ビ
ズ
部
門
最
優
秀
賞

�
ウ
ォ
ー
ム
・
ビ
ズ
部
門
最
優
秀
賞

受賞者との記念撮影
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礼
装
の
ボ
ー
ド
イ
ン
博
士

ボードイン・コレクションとは、幕末・明治に西洋医学の指導者として来日したオラン
ダ人のアントニウス・ボードインが、オランダ領事であったその弟アルベルト・ボード
インと協力し、日本滞在中に撮影および収集した古写真アルバムです。

（長崎大学附属図書館所蔵）

長
崎
大
学
附
属
図
書
館
は
一
昨
年
、

長
崎
大
学
医
学
部
の
前
身
で
あ
る
養

生
所（
の
ち
に
精
得
館
と
改
称
）の
第

二
代
教
頭
で
あ
っ
た
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
・

ボ
ー
ド
イ
ン
と
そ
の
弟
ア
ル
ベ
ル
ト
・

ボ
ー
ド
イ
ン
が
撮
影
、収
集
し
た
世

界
有
数
の
日
本
古
写
真
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、

ボ
ー
ド
イ
ン
・コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
ご
子

孫
か
ら
譲
り
受
け
た
。

ボ
ー
ド
イ
ン
兄
弟
の
兄
ア
ン
ト
ニ
ウ

ス
・
ボ
ー
ド
イ
ン
は
、一
八
二
〇
年
に

オ
ラ
ン
ダ
の
ド
ル
ト
レ
ヒ
ト
で
生
ま

れ
た
。ユ
ト
レ
ヒ
ト
陸
軍
軍
医
学
校
と

グ
ロ
ー
ニ
ン
ゲ
ン
大
学
で
医
学
を
学
び
、

卒
業
後
は
ユ
ト
レ
ヒ
ト
陸
軍
軍
医
学

校
で
教
官
を
勤
め
た
。こ
の
と
き
ボ
ー

ド
イ
ン
は
指
導
教
授
で
あ
っ
た
ド
ン

デ
ル
ス
と
と
も
に
生
理
学
教
科
書
を

著
し
た
が
、養
生
所
の
初
代
教
頭
ポ

ン
ペ
は
こ
こ
の
教
え
子
で
、そ
の
教
科

書
を
養
生
所
の
講
義
に
用
い
て
い
た
。

文
久
二
年（
一
八
六
二
）秋
、ポ
ン
ペ

の
後
任
と
し
て
来
日
し
た
ボ
ー
ド
イ

ン
は
、日
本
人
学
生
に
オ
ラ
ン
ダ
医
学

を
教
え
る
と
と
も
に
治
療
に
も
従
事

し
た
。眼
科
学
に
造
詣
が
深
か
っ
た

ボ
ー
ド
イ
ン
は
養
生
所
内
に
新
し
く

眼
科
手
術
室
を
設
け
、物
理
学
、化
学

な
ど
の
基
礎
科
学
を
充
実
さ
せ
る
た

め
分
析
窮
理
所
を
建
設
し
た
。ま
た

写
真
に
も
興
味
を
持
ち
、み
ず
か
ら
ス

タ
ジ
オ
を
作
っ
て
訪
問
し
た
人
々
を

撮
影
し
た
り
、長
崎
内
外
の
風
景
を

撮
影
し
た
ほ
か
、ベ
ア
ト
や
上
野
彦
馬

と
いっ
た
職
業
写
真
家
の
撮
影
し
た
写

真
を
収
集
し
た
。

長
崎
で
の
五
年
の
任
期
を
終
え
た
こ
れ
よ
し

ボ
ー
ド
イ
ン
は
、教
え
子
の
緒
方
惟
準

（
緒
方
洪
庵
の
次
男
）ら
を
伴
っ
て
オ

ラ
ン
ダ
に
帰
国
し
た
が
、ボ
ー
ド
イ
ン

の
提
言
に
よ
っ
て
幕
府
が
本
格
的
な
医

学
校
の
建
設
計
画
を
進
め
て
い
た
た
め
、

慶
応
四
年（
一
八
六
八
）再
び
来
日
し

た
。し

か
し
、幕
府
が
崩
壊
し
て
医
学

校
建
設
計
画
が
頓
挫
し
た
た
め
、教

え
子
の
緒
方
惟
準
を
院
長
と
し
て
設

立
さ
れ
た
大
阪
の
仮
病
院（
現
大
阪

大
学
医
学
部
）に
医
師
兼
教
頭
と
し

て
勤
務
す
る
こ
と
に
な
り
、刺
客
に
襲

わ
れ
た
大
村
益
次
郎
の
治
療
な
ど
に

あ
た
っ
た
。

一
方
、明
治
政
府
は
オ
ラ
ン
ダ
医

学
に
か
わ
っ
て
ド
イ
ツ
医
学
の
採
用
を

決
定
し
、大
学
東
校（
現
東
京
大
学
医

学
部
）に
ド
イ
ツ
人
医
師
を
招
聘
し

て
い
た
が
、普
仏
戦
争
の
影
響
で
来
日

が
遅
れ
た
た
め
、任
期
を
終
え
て
帰

国
し
よ
う
と
し
て
い
た
ボ
ー
ド
イ
ン
に

講
義
を
依
頼
し
、ボ
ー
ド
イ
ン
は
二

カ
月
間
大
学
東
校
で
講
義
を
行
っ
た
。

こ
の
間
、医
学
校
と
病
院
の
予
定
地

と
さ
れ
て
い
た
上
野
の
森
を
視
察
し

た
ボ
ー
ド
イ
ン
は
、豊
か
な
自
然
が

失
わ
れ
る
こ
と
を
危
惧
し
て
公
園
と

す
る
よ
う
に
進
言
し
、現
在
の
上
野
公

園
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。上
野

公
園
に
は
そ
の
業
績
を
顕
彰
す
る

ボ
ー
ド
イ
ン
の
銅
像
が
建
て
ら
れ
て
い

る
。明

治
三
年（
一
八
七
〇
）に
オ
ラ
ン

ダ
に
帰
国
し
た
ボ
ー
ド
イ
ン
は
、一

八
八
四
年
オ
ラ
ン
ダ
陸
軍
を
退
役
し
、

翌
年
ハ
ー
グ
で
没
し
た
。六
四
歳
で

あ
っ
た
。

〈古写真データ〉

○目 録 番 号：６２５０

○撮 影 者：A. F. ボードイン

○アルバム名：ボードインコレクション�
○年 代：１８６５

○色 彩：モノクロ

○形 状：１２８x１６７

○整 理 番 号：１２２‐４６‐０

○キ ーワ ード：ボードインコレクション

経
済
学
部
教
授

柴
多
一
雄

Shibata
K
azuo

◎ネット上でも閲覧できます。
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http://oldphoto.lb.nagasaki-u.ac.jp/bauduins/

11111111111111111

Anthonius Franciscus Bauduin（１８２０～１８８５）

オ
ラ
ン
ダ
陸
軍
３
等
医
学
将
校
の
軍
服
に
身
を
包
ん
だ
ボ
ー
ド
イ
ン
博
士
。カ
ピ
タ
ン
ハ
ウ
ス
と
呼
ば

れ
た
出
島
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
の
邸
宅
と
思
わ
れ
る
部
屋
で
撮
影
さ
れ
た
よ
う
だ
。
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表 紙
について

医学部保健学科
玄関ホールの壁画

（昭和６０年竣工）

医療技術短期大学部（医学部保健学科

前身）時代の壁画。土台の扇形は、鎖国

下の唯一の貿易港で西洋文明の流入お

よび海外交流の場であった長崎港の「出

島」。鶴の港と称した長崎港にちなみ、当

時の３学科（看護、理学療法、作業療法）

をあらわす３羽の鶴が飛び立つ姿を描い

ている。






