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■
ナ
ノ
っ
て
な
に
？

「
ナ
ノ
の
ス
ケ
ー
ル
の
領
域
に
は
、ま
だ
多
く
の

興
味
深
い
こ
と
が
あ
る
」。こ
れ
は
２０
世
紀
の
天
才

物
理
学
者
の
ひ
と
り
、リ
チ
ャ
ー
ド
・フ
ァ
イ
ン
マ
ン

（
１
９
６
５
年
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
受
賞
）の
言
葉

で
す
。ナ
ノ
と
は
１０
億
分
の
１
と
い
う
意
味
で
、１

�（
ナ
ノ
メ
ー
ト
ル
）は
１０
億
分
の
１
�
で
す
。地

球
の
大
き
さ
を
１
と
す
る
と
１０
億
分
の
１
と
い
う

の
は
、ビ
ー
玉
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
に
な
る
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。こ
の
極
め
て
小
さ
な「
ナ
ノ
の
世
界
」で
、

原
子
を
並
べ
た
り
、組
み
立
て
た
り
し
て
何
か
に

利
用
し
よ
う
と
す
る
技
術
を
、ナ
ノ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

（
以
下
、ナ
ノ
テ
ク
）と
言
い
ま
す
。

ナ
ノ
テ
ク
は
科
学
者
た
ち
の
あ
く
な
き
研
究
と

技
術
の
積
み
重
ね
の
中
で
、２０
世
紀
後
半
か
ら
ひ

と
つ
の
科
学
技
術
と
し
て
加
速
度
的
に
発
展
し
て

き
ま
し
た
。「
い
ま
で
は
、従
来
の
科
学
技
術
の
限

界
を
突
破
し
、夢
に
描
い
た
未
来
を
現
実
の
も
の

に
変
え
る
こ
と
を
先
導
す
る
分
野
と
位
置
付
け

ら
れ
、日
本
は
も
ち
ろ
ん
、世
界
各
国
で
研
究
が

進
め
ら
れ
て
い
ま
す
」と
相
樂
先
生
は
言
い
ま
す
。

こ
の
ナ
ノ
テ
ク
で
近
い
将
来
、確
実
に
実
現
す
る

と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
は
、た
と
え
ば
、マ
ル
チ
メ

デ
ィ
ア
化
し
た
腕
時
計
サ
イ
ズ
の
携
帯
電
話
を
は

じ
め
、髪
の
毛
よ
り
細
い
カ
テ
ー
テ
ル（
医
療
用
細

管
）、体
内
で
診
断
・
投
薬
す
る
マ
イ
ク
ロ
マ
シ
ン
、

そ
し
て
石
油
に
代
わ
る
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
が
あ

り
、こ
の
他
、多
岐
に
わ
た
る
分
野
で
夢
が
設
計
図

化
さ
れ
、研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

■
新
概
念「
ナ
ノ
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
」

に
着
目

相
樂
先
生
が
リ
ー
ダ
ー
を
務
め
る「
ナ
ノ
ダ
イ

ナ
ミ
ク
ス
を
機
軸
と
し
た
融
合
物
質
科
学
」は
、

工
学
部
の
応
用
化
学
科
、材
料
工
学
科
、電
気
電

子
工
学
科
の
１９
の
研
究
者
グ
ル
ー
プ
が
共
同
で
進

め
て
い
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。「
も
と
も
と
個
々
の

グ
ル
ー
プ
で
長
年
ナ
ノ
の
研
究
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
優
れ
た
研

究
能
力
を
融
合
・
結
集
さ
せ
、革
新
的
な
基
礎
研

究
と
材
料
開
発
研
究
、応
用
・
実
用
化
研
究
に
発

展
さ
せ
た
の
で
す
」。

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
大
き
な
特
長
は
、�
ナ
ノ
ダ
イ

ナ
ミ
ク
ス（
ナ
ノ
の
ス
ケ
ー
ル
の
動
き
）�と
い
う
従

来
に
な
か
っ
た
概
念
に
着
目
し
て
い
る
点
で
す
。

「
ナ
ノ
物
質
は
質
量
が
小
さ
い
の
で
動
か
し
や
す
い
。

し
か
し
、放
っ
て
お
く
と
勝
手
気
ま
ま
に
ブ
ラ
ウ
ン

運
動
を
し
、制
御
し
よ
う
と
す
る
と
、あ
っ
と
い
う

間
に
集
ま
っ
て
固
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。そ
う
い
う

動
き
の
性
質
を
ど
の
よ
う
に
し
て
手
な
ず
け
る
か

が
、重
要
な
課
題
の
ひ
と
つ
で
す
」。

ま
た
、ナ
ノ
の
領
域
の
物
質
は
、同
じ
物
質
か
ら

で
き
て
い
て
も
通
常
の
世
界
と
は
異
な
る
構
造
や

性
質
を
示
し
ま
す
。た
と
え
ば
、鉄
サ
ビ
は
日
常

の
目
に
見
え
る
レ
ベ
ル
で
は
茶
色
な
の
に
、ナ
ノ
の

領
域
で
は
赤
や
橙
色
に
変
化
し
ま
す
。水
も
通
常

の
大
気
圧
下
で
は
０
℃
で
氷
に
変
化
し
ま
す
が
、

ナ
ノ
の
領
域
で
は
凍
り
に
く
く
な
り
ま
す
。

「
こ
う
い
っ
た
ナ
ノ
の
特
徴
を
活
か
し
、す
で
に
、

高
分
子（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
）、半
導
体
、金
属
、炭
素
、

錯
体
、分
子
機
械
、磁
石
、触
媒
、セ
ン
サ
ー
、電
池
、

モ
ー
タ
ー
、タ
ン
パ
ク
質
、薬
剤
、医
療
器
具
な
ど
で
、

新
機
能
、新
材
料
を
開
発
し
、最
先
端
の
成
果
と

し
て
世
界
に
発
信
し
て
い
ま
す
。た
と
え
ば
、電
気

自
動
車
に
使
う
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
電
池
の
研
究
も

行
っ
て
い
て
、現
行
の
も
の
よ
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
密
度
や

出
力
密
度
が
高
く
、よ
り
安
価
な
も
の
が
近
い
将

来
、開
発
さ
れ
る
予
定
で
す
。ま
た
、プ
ラ
ズ
マ
で

コ
ー
テ
ィ
ン
グ
し
て
生
体
適
合
性
を
高
め
た
医
療

器
具（
カ
テ
ー
テ
ル
や
ス
テ
ン
ト
な
ど
）も
開
発
し
、

す
で
に
実
用
化
さ
れ
て
い
ま
す
。私
た
ち
の
研
究

は
、現
在
の
豊
か
な
生
活
を
継
続
・
発
展
さ
せ
、ま

ナノテクノロジーは、創造性の宝庫。
社会を大きく変える発見も夢じゃない。

研究者／
研究プロジェクト

研究プロジェクト

「ナノダイナミクスを機軸とした融合物質科学」
研究者代表

相樂 隆正 教授
S a g a ra Ta k a m a s a

この研究について詳しく知りたい方はホームページをご覧ください。

http://www.mase.nagasaki-u.ac.jp/nano/nano.html
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蜂の巣状のナノ細孔構造を有する材料。電気自動車などの
蓄電材料や高感度のセンサーの開発につながる。

た
地
球
環
境
問
題
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
を
解
決
す

る
た
め
に
、大
い
に
貢
献
す
る
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
」。

■
世
界
を
視
野
に
入
れ
た

環
境
で
の
研
究
活
動

江
戸
時
代
、唯
一
の
西
洋
へ
の
窓
口
だ
っ
た
長

崎
は
、歴
史
的
に
日
本
の
化
学
の
発
祥
の
地
で
す
。

国
際
的
な
先
達
の
伝
統
を
引
き
継
ぐ
長
崎
大
学

工
学
部
の
化
学
の
研
究
は
、全
国
の
大
学
や
研
究

機
構
の
中
で
も
そ
の
独
創
性
が
高
く
評
価
さ
れ
て

き
ま
し
た
。本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、そ
の
よ
う
な
背

景
の
も
と
に
生
ま
れ
、教
育
・
研
究
の
環
境
も
た
い

へ
ん
充
実
し
て
い
ま
す
。

「
た
と
え
ば
、こ
の
分
野
に
お
け
る
世
界
の
ト
ッ

プ
レ
ベ
ル
の
研
究
者
を
招
い
て
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

や
講
演
会
を
定
期
的
に
開
催
し
、学
生
た
ち
の
発

表
の
場
を
設
け
る
な
ど
し
て
い
ま
す
。世
界
の
研

究
者
た
ち
か
ら
教
え
を
請
い
、意
見
交
換
が
で
き

る
と
い
う
環
境
は
、学
生
に
と
っ
て
は
た
い
へ
ん
恵

ま
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
」。

相
樂
先
生
は
研
究
の
魅
力
に
つ
い
て
、こ
う
語

り
ま
す
。「
ひ
と
つ
は
意
外
性
で
す
ね
。思
い
が
け

な
い
状
況
、展
開
に
遭
遇
す
る
と
、本
題
を
ひ
と

ま
ず
置
い
て
お
い
て
、そ
ち
ら
を
追
求
す
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。し
か
し
、基
礎
的
な
こ
と
を
し
っ
か
り

身
に
付
け
て
い
な
い
と
、そ
の
状
況
の
重
要
性
に
気

付
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
」。だ
か
ら
こ
そ
、ナ
ノ
の

研
究
に
興
味
を
持
つ
若
い
人
に
は
、数
学
、物
理
、

化
学
の
基
礎
を
し
っ
か
り
学
ぶ
よ
う
に
と
ア
ド
バ

イ
ス
を
し
ま
す
。さ
ら
に
、「
子
供
の
よ
う
な
遊
び

心
を
持
ち
、無
理
か
な
と
思
う
こ
と
が
あ
っ
て
も

チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
る
。わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
っ
た

ら
、と
こ
と
ん
自
分
で
考
え
る
。こ
れ
が
科
学
を
前

進
さ
せ
る
原
動
力
に
な
る
と
思
い
ま
す
」。

極
め
て
小
さ
い
ナ
ノ
の
世
界
を
制
御
す
る
こ
と

で
、私
た
ち
の
生
活
や
社
会
を
大
き
く
変
え
る
も

の
が
生
ま
れ
る
可
能
性
を
秘
め
た
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
。い
ま
教
員
と
学
生
が
一
緒
に
、常
識
を
破
る

新
し
い
ナ
ノ
テ
ク
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
、

日
々
、精
力
的
に
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。

ナノメートルサイズの細さを持つ金属のワイヤー。
これで磁気記録用の新しい材料を開発する。
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■
次
代
の
ス
パ
コ
ン
を
め
ざ
し
て

濱
田
先
生
は
、Ｉ
Ｐ
Ａ（
情
報
処
理
振
興
事
業

協
会
）の「
２
０
０
５
年
度
上
期
天
才
プ
ロ
グ
ラ

マ
ー
／
ス
ー
パ
ー
ク
リ
エ
ー
タ
ー
」に
も
認
定
さ
れ
た
、

日
本
に
お
け
る
ス
ー
パ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ（
以
下
、ス

パ
コ
ン
）の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
と
し
て
知
ら
れ
る
研
究
者
。

理
化
学
研
究
所
の
研
究
員
を
経
て
２
０
０
８
年

秋
に
長
崎
大
学
に
赴
任
し
ま
し
た
。

ス
パ
コ
ン
と
は
、大
規
模
な
科
学
技
術
計
算
な

ど
に
用
い
ら
れ
る
超
高
性
能
の
計
算
機
の
こ
と
で
、

身
近
な
と
こ
ろ
で
は
高
層
ビ
ル
や
自
動
車
、船
舶
、

航
空
機
な
ど
の
設
計
や
気
象
予
測
の
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
な
ど
に
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。新
時
代
の
イ

ン
フ
ラ
や
技
術
開
発
に
欠
か
せ
な
い
重
要
な
ツ
ー

ル
と
し
て
、国
も
重
点
的
に
力
を
入
れ
て
い
る
研

究
分
野
で
す
。

ス
パ
コ
ン
は
そ
の
計
算
速
度
を
競
っ
て
世
界
中
で

研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、日
本
で
は
７
年

ほ
ど
前
、「
地
球
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
」（
２
０
０
２
年
当

時
）と
い
う
ス
パ
コ
ン
が
世
界
一
の
性
能
を
誇
っ
た

時
期
が
あ
り
ま
し
た
。し
か
し
、こ
の
分
野
は
進
歩

が
著
し
く
、ど
ん
ど
ん
追
い
抜
か
れ
て
し
ま
っ
た
と

い
う
経
緯
が
あ
り
ま
す
。

■
世
界
初
、Ｇ
Ｐ
Ｕ
を

ス
パ
コ
ン
に
利
用

長
崎
大
学
の
ス
パ
コ
ン
研
究
の
現
場
を
訪
ね
ま

し
た
。広
さ
２４
平
方
メ
ー
ト
ル
の
部
屋
に
は
棚
が

設
け
ら
れ
、そ
の
上
に
は
た
く
さ
ん
の
黒
く
て
四

角
い
箱
が
整
然
と
並
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。そ
の
箱
に

接
続
さ
れ
た
お
び
た
だ
し
い
数
の
配
線
が
、棚
や

周
囲
を
グ
ル
グ
ル
め
ぐ
り
、ち
ょっ
と
異
様
な
光
景

で
す
。部
屋
の
空
気
は
、作
動
す
る
電
子
機
器
の

せ
い
で
外
よ
り
も
少
し
熱
を
も
ち
、し
ば
ら
く
い

る
と
額
に
汗
が
に
じ
ん
で
き
ま
す
。

「
黒
く
て
四
角
い
箱
は
、Ｇ
Ｐ
Ｕ（G

raphics

Processing
U

nit

）と
い
う
３
次
元
の
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
を
高
速
に
表
示
さ
せ
る
特
殊

な
装
置
で
す
。皆
さ
ん
が
使
う
パ
ソ
コ
ン
の
中
に
も

１
台
入
っ
て
い
ま
す
よ
。そ
し
て
、こ
の
部
屋
に
あ
る

の
は
２
５
６
台
の
Ｇ
Ｐ
Ｕ
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
接

続
し
た
シ
ス
テ
ム
で
、Ｇ
Ｐ
Ｕ
ク
ラ
ス
タ
と
い
い
ま

す
」と
濱
田
先
生
。

２
５
６
台
も
接
続
さ
れ
た
Ｇ
Ｐ
Ｕ
と
い
う
の

世界中で性能を競い合うスパコン。
こ こ

最先端で勝負ができる人が長崎にいる。

研究者／
研究プロジェクト

研究プロジェクト

「スーパーコンピュータ拠点構想」
研究者代表

濱田 剛 テニュア・トラック助教
H a m a d a T s u y o s h i

※「テニュア・トラック」について
任期付きの雇用による若手研究者が、自立した研究環境において研
究者としての経験を積み、厳正な審査を経てテニュア（特任）教員と
なる制度のこと。

優秀な指導者が揃い、充実した教育環境にある長崎大学情
報システム工学科。世界に先駆けてGPU上の超高性能な
ソフトウェアの開発にも成功。現在、注目を集めている
GPGPU（General Purpose computing on GPU）という研
究分野の発展は、長崎大学の研究成果が礎になっている。

長崎大学チームが
「GPU Challenge 2009」で２位を獲得！
「GPU Challenge 2009」とは、全国の学生を対象にした情報
処理学会主催のコンテスト。どのチームも同じGPUのマシンを
使い、与えられた課題をより速く実行するためのプログラミング
の技術が競われました。強豪がひしめく３０チームの中で、長崎
大学チームは安定的にどのような課題にも対応できるプログラ
ミングで得点を重ね、総合２位を獲得しました（１位と３位は
東京大学、４位は東京工業大学）。

共同研究者の小栗清教授（左）、
柴田裕一郎准教授。

「GPU Challenge 2009」で２位を獲得した、土肥慶
亮さん（前列）、林田宗大さん（後列左）、大屋智範さ
ん。「レベルの高いチームが競う中で２位と聞いて驚
きました。自信につながります」と土肥さん。
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は
、一
体
ど
う
い
う
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。「
１
台
の

Ｇ
Ｐ
Ｕ
に
は
１
２
８
台
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
入
っ
て

い
る
と
い
う
構
造
で
す
。で
す
か
ら
、１
２
８
×

２
５
６＝

３
２
、７
６
８
台
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を

使
っ
て
計
算
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
」。濱
田

先
生
ら
は
そ
れ
だ
け
た
く
さ
ん
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
、

独
自
の
デ
ー
タ
加
工
技
術
を
加
え
て
、さ
ら
に
性

能
を
上
げ
る
た
め
の
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。

実
は
Ｇ
Ｐ
Ｕ
が
ス
パ
コ
ン
に
使
え
る
の
で
は
な
い

か
と
、世
界
で
最
初
に
目
を
付
け
た
の
が
濱
田
先

生
で
す
。そ
の
ア
イ
デ
ア
を
現
実
に
す
べ
く
、英
知

を
傾
け
て
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
を
し
、数
値
演
算
用
の

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
を
コ
ツ
コ
ツ
と
整
備
す
る
と
い
う
、た

い
へ
ん
根
気
の
い
る
作
業
を
続
け
て
き
ま
し
た
。

現
在
、Ｇ
Ｐ
Ｕ
を
使
っ
た
ス
パ
コ
ン
に
ト
ラ
イ
し

て
い
る
の
は
、日
本
で
は
長
崎
大
学
と
東
京
工
業

大
学
の
２
カ
所
だ
け
。次
代
の
ス
パ
コ
ン
の
本
命
に

な
る
か
ど
う
か
は
、ま
だ
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
状

況
で
す
が
、い
ず
れ
に
し
て
も
、今
後
の
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
技
術
に
必
要
な
研
究
成
果
が
得
ら
れ
る
の
は

間
違
い
な
い
と
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
前
人
未
到
の
領
域
へ

チ
ャ
レ
ン
ジ

こ
の
日
の
濱
田
先
生
は
、長
崎
大
学
の
ス
パ
コ
ン

を「
ゴ
ー
ド
ン
ベ
ル
賞
」（
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
と
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
の
技
術
開
発
に
貢
献
す
る
分
野
で
最
高
の
成

果
を
出
し
た
も
の
に
与
え
ら
れ
る
賞
）に
エ
ン
ト

リ
ー
さ
せ
る
た
め
の
作
業
を
終
え
た
ば
か
り
で
、

ホ
ッ
と
し
た
表
情
を
見
せ
て
い
ま
し
た
。「
地
球
シ

ミ
ュ
レ
ー
タ
の
性
能
を
超
え
る
こ
と
を
目
標
に
や
っ

て
い
て
、去
年
は
及
び
ま
せ
ん
で
し
た
が
、今
回
は

そ
の
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
が
持
つ
性
能
の
限
界
を
超
え
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。地
球
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
よ
り
も

速
い
計
算
が
で
き
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
た
わ
け
で

す
」。今

回
の
作
業
は
、イ
ギ
リ
ス
の
共
同
研
究
者
と

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
や
り
と
り
し
な
が
ら
進
め
て
い

ま
し
た
。し
か
し
、な
か
な
か
思
う
よ
う
に
い
か
ず
、

試
行
錯
誤
と
徹
夜
の
末
、締
め
切
り
ギ
リ
ギ
リ
で
、

よ
う
や
く
上
手
く
い
っ
た
と
か
。「
春
の
Ｗ
Ｂ
Ｃ
で

イ
チ
ロ
ー
選
手
が
１０
回
表
で
胸
が
す
く
よ
う
な
２

点
タ
イ
ム
リ
ー
を
打
ち
ま
し
た
が
、そ
の
と
き
は

自
分
で
も
決
勝
打
を
打
っ
た
よ
う
な
気
分
で
し

た
！
」。手
応
え
十
分
と
い
う
そ
の
結
果
が
出
る
の

は
こ
の
１１
月
で
す
。「
こ
の
賞
は
、大
き
い
計
算
機

を
使
っ
て
速
く
計
算
で
き
れ
ば
い
い
と
い
う
も
の
で

も
な
く
計
算
の
質
や
論
文
な
ど
総
合
的
な
能
力

が
問
わ
れ
ま
す
。欲
を
言
う
な
ら
ば
、今
回
は
論

文
に
も
っ
と
時
間
を
か
け
た
か
っ
た
で
す
ね
」。

共
同
研
究
者
の
小
栗
清
教
授
や
柴
田
裕
一
郎

准
教
授
な
ど
、こ
の
分
野
に
お
い
て
高
い
レ
ベ
ル
で

刺
激
を
与
え
あ
え
る「
人
」が
揃
っ
た
長
崎
大
学
。

濱
田
先
生
は
、「
こ
こ
は
世
界
の
最
先
端
で
勝
負
で

き
る
環
境
で
す
。そ
こ
が
醍
醐
味
で
も
あ
り
ま
す

ね
」と
言
い
ま
す
。最
後
に
、な
ぜ
、こ
の
研
究
を
し

て
い
る
の
で
す
か
？
と
尋
ね
る
と
、「
登
山
家
が
な

ぜ
山
に
登
る
の
か
と
聞
か
れ
て
、そ
こ
に
山
が
あ
る

か
ら
、と
答
え
る
の
に
似
て
い
る
と
思
い
ま
す
。人

間
に
は
何
か
を
知
り
た
い
、前
人
未
到
の
領
域
に

踏
み
込
み
た
い
と
い
う
思
い
が
根
本
に
あ
り
、そ
う

い
う
も
の
に
触
発
さ
れ
て
や
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
感
じ
る
と
き
が
あ
り
ま
す
」。

トラブル対策の部品交換が
頻繁に行われる。「腰をかが
めてやるきつい作業が続く
ので、体力が必要です」。
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連携の多彩な取り組み�連携の多彩な取り組み�産学官民�産学官民�
Ｔ
Ｄ
Ｋ
寄
附
講
座

〜
エ
ネ
ル
ギ
ー
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
講
座
〜

地
球
に
優
し
い
電
気
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、

「
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
電
源
」の
研
究
・
開
発

Ｔ
Ｄ
Ｋ
株
式
会
社
の
支
援
を
得
て
平
成
２０
年
４
月
か

ら
は
じ
ま
っ
た
講
座
で
、電
子
回
路
・
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
電
源

回
路
の
専
門
家
で
あ
る
二
宮
保
教
授
の
も
と
で
研
究
・
開

発
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ス
イ
ッ
チ
ン
グ
電
源
と
は
、あ
ら
ゆ
る
電
気
機
器
の
中
に

入
っ
て
い
る
も
の
で
、電
力
源
か
ら
各
種
の
電
気
電
子
情

報
装
置
を
駆
動
す
る
の
に
必
要
な『
高
品
質
の
電
気
』を

取
り
出
す
こ
と
を
目
的
と
し
、半
導
体
ス
イ
ッ
チ
の
オ
ン
・

オ
フ
を
制
御
す
る
こ
と
で
安
定
し
た
直
流
電
圧
を
出
力

す
る
装
置
で
す
。

ス
イ
ッ
チ
ン
グ
電
源
の
技
術
の
向
上
は
、電
気
機
器
の

消
費
電
力
の
効
率
的
な
低
減
に
つ
な
が
り
、さ
ら
な
る
小

型
化
、軽
量
化
、電
力
損
失
や
ノ
イ
ズ
の
低
減
な
ど
が
課

題
と
さ
れ
て
い
ま
す
。本
講
座
で
は
特
に
ノ
イ
ズ
を
抑
え
る

技
術「
ソ
フ
ト
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
」の
向
上
を
メ
イ
ン
テ
ー
マ
と

し
て
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。

テ
ク
ノ
エ
イ
ド
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

テ
ク
ノ
エ
イ
ド（
工
学
支
援
技
術
）を

活
か
し
て
地
域
に
貢
献

ロ
ボ
ッ
ト
工
学
、福
祉
工
学
を
専
門
と
す
る
石
松
隆
和

教
授
が
セ
ン
タ
ー
長
を
務
め
る「
テ
ク
ノ
エ
イ
ド
教
育
研
究

セ
ン
タ
ー
」は
、工
学
部
が
テ
ク
ノ
エ
イ
ド（
工
学
支
援
技

術
）を
活
か
し
て
、医
学
部
や
学
内
外
の
組
織
と
連
携
を

図
り
な
が
ら
地
域
に
貢
献
す
る
と
同
時
に
、関
連
の
教
育

研
究
の
発
展
を
め
ざ
す
拠
点
と
し
て
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

長
崎
県
は
、離
島
や
へ
き
地
が
多
く
、医
療
・
福
祉
・
介

護
に
関
し
て
多
く
の
問
題
を
抱
え
、特
に
高
齢
者
や
障
害

者
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ（
生
活
の
質
）の
向
上
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま

す
。本

セ
ン
タ
ー
で
は
、在
宅
見
守
り
シ
ス
テ
ム
を
管
理
す
る

介
護
力
向
上
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
開
発
を
は
じ
め
、

日
本
家
屋
に
適
し
た
階
段
昇
降
機
、わ
ず
か
な
指
曲
げ
で

作
動
す
る
ス
イ
ッ
チ
、画
像
処
理
を
利
用
す
る
意
志
伝
達

装
置
な
ど
、身
体
の
不
自
由
な
人
の
た
め
の
機
器
や
装
置

の
開
発
・
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。

イ
ン
フ
ラ
長
寿
命
化
セ
ン
タ
ー

観
光
ナ
ガ
サ
キ
を
支
え
る�
道
守
�養
成
ユ
ニ
ッ
ト

〜
地
域
再
生
人
材
創
出
拠
点
の
形
成
〜

本
ユ
ニ
ッ
ト
は
、交
通
イ
ン
フ
ラ
施
設
の
長
寿
命
化
に
関

わ
る
技
術
者
の
養
成
を
目
的
と
し
、橋
や
港
湾
な
ど
長
崎

県
内
の
交
通
イ
ン
フ
ラ
施
設
の
点
検
、調
査
、診
断
、補
修

工
事
に
よ
り
地
域
経
済
の
活
性
化
や
地
域
再
生
に
寄
与

し
よ
う
と
す
る
取
り
組
み
で
す
。平
成
２０
年
度
科
学
技
術

振
興
調
整
費（
地
域
再
生
人
材
創
出
拠
点
の
形
成
）に
採

択
さ
れ
、文
部
科
学
省
の
支
援
の
下
、工
学
部
に
設
置
さ

れ
て
い
る「
イ
ン
フ
ラ
長
寿
命
化
セ
ン
タ
ー（
セ
ン
タ
ー
長：

松
田
浩
教
授
）」が
長
崎
県
な
ど
と
連
携
し
て
実
施
し
て

い
ま
す
。

養
成
す
る
人
材
は
、土
木
技
術
者
な
ど
を
対
象
と
し
た

「
道
守
」、「
特
定
道
守
」、「
道
守
補
」、一
般
市
民
を
対
象

と
し
た「
道
守
補
助
員
」で
す
。

こ
の
活
動
を
通
し
て
、将
来
の�
道
守
�候
補
者
の
育
成

を
し
な
が
ら
、継
続
的
な
活
動
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、

観
光
立
県
ナ
ガ
サ
キ
の
交
通
イ
ン
フ
ラ
施
設
の
長
寿
命
化

を
実
現
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

ノイズの低減が当講座の大きな課題

開発したトレーニング装置

橋桁や道路の点検も道守の活動のひとつ

観光資源が点在する半島や離島をつなぐ
橋が多い長崎県（生月大橋）

開発した上肢動作支援装置
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救
急
医
療
の
理
想
を
求
め
て

地
域
の
人
々
の
安
心
・
安
全
な
生
活
に
欠
か
せ
な
い
救
急
医
療
。

緊
張
感
に
包
ま
れ
た
現
場
で
、日
々
格
闘
し
て
い
る

救
急
医
・
長
谷
敦
子
先
生
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

■「
命
の
砦
」を
支
え
る
救
急
部
ス
タ
ッ
フ

長
谷
先
生
が
所
属
す
る
長
崎
大
学
病
院
は
、

地
域
の
救
急
医
療
体
制
の
中
で
、重
篤
の
患
者

さ
ん
を
受
け
入
れ
て
高
度
な
医
療
を
行
う
、

「
第
三
次
救
急
医
療
施
設
」の
役
割
を
担
っ
て
い

ま
す
。瀕
死
の
状
態
の
患
者
さ
ん
を
受
け
入
れ

る
ケ
ー
ス
が
多
い
た
め
、「
命
の
砦
」と
も
称
さ
れ

る
重
要
な
機
関
で
す
。

「
長
崎
大
学
病
院
で
は
、救
急
部
の
ス
タ
ッ
フ

を
中
心
に
、院
内
の
各
専
門
科
医
師
と
密
接
な

連
携
の
も
と
に
、３
６
５
日
２４
時
間
体
制
で
救

急
の
受
け
入
れ
要
請
に
応
じ
て
い
ま
す
」と
長

谷
先
生
。救
急
医
療
に
携
わ
る
人
々
が
使
命
感

に
燃
え
、ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン（
救
急
隊
か
ら
の
直
通

電
話
）を
つ
な
い
で
い
る
一
方
で
、全
国
的
に
救

急
病
院
を
利
用
す
る
側
の
モ
ラ
ル
の
低
下
や
病

院
側
の
医
師
不
足
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
ま
す
。「
日
本
の
医
療

は
高
度
と
言
わ
れ
ま
す
が
、救
急
医
療
に
関
し

て
は
理
解
も
シ
ス
テ
ム
も
ま
だ
ま
だ
立
ち
遅
れ

て
い
る
の
で
す
」。

救
急
医
療
の
問
題
点
は
、医
療
全
般
の
あ
り

方
や
社
会
の
成
熟
度
な
ど
と
も
関
連
し
、一
朝

一
夕
で
良
く
な
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。そ

の
よ
う
な
中
、微
力
で
も
良
い
方
向
へ
進
展
さ

せ
る
た
め
に
は
、�
待
っ
て
い
る
救
急
�で
は
な
く
、

�
出
か
け
て
行
く
救
急
�が
大
切
だ
と
長
谷
先

生
は
言
い
ま
す
。「
う
ち
の
ス
タ
ッ
フ
は
、救
急
診

療
の
合
間
を
縫
っ
て
、教
育
の
た
め
の
対
外
的
な

活
動
も
積
極
的
に
行
っ
て
い
ま
す
」。

長崎大学病院 救急部 副部長

長谷 敦子 准教授
Nagatani Atsuko

◎プロフィール
１９８５年長崎大学医学部卒業後、同大医学部麻酔学教室
入局。同大医学部附属病院集中治療部助手を経て、１９９３
年国立長崎中央病院麻酔科勤務（現国立病院機構長崎
医療センター）。２００１年同センター麻酔科医長。２００４年から
現職。専門分野は救急集中治療、外傷初期診療、心肺蘇
生、緊急麻酔。麻酔科指導医、日本救急医学会専門医、日
本蘇生学会評議員。
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■
麻
酔
科
医
か
ら
救
急
医
へ
の
転
身

長
谷
先
生
は
２
０
０
４
年
、麻
酔
科
医
と

し
て
長
年
勤
め
た
病
院
か
ら
、長
崎
大
学
医
学

部
・
歯
学
部
附
属
病
院（
現
長
崎
大
学
病
院
）

の
救
急
部
に
赴
任
し
て
来
ま
し
た
。そ
れ
は
医

師
に
な
っ
て
１９
年
目
の
こ
と
で
、そ
れ
ま
で
キ
ャ

リ
ア
を
積
ん
だ
麻
酔
科
医
か
ら
、救
急
医
へ
専

門
を
変
え
る
と
い
う
大
き
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
も

あ
り
ま
し
た
。こ
の
思
い
き
っ
た
転
身
を
決
意

す
る
と
き
、背
中
を
ポ
ン
と
押
し
て
く
れ
た
の

は
当
時
、１６
才
だ
っ
た
息
子
さ
ん
で
す
。「
お
母

さ
ん
は
、ず
っ
と
救
急
医
療
を
し
た
か
っ
た
で

し
ょ
。た
い
へ
ん
だ
と
思
う
方
の
道
を
選
べ
ば
い

い
」。そ
れ
は
、母
親
の
真
意
と
性
格
を
ず
ば
り

見
抜
い
た
言
葉
で
し
た
。

長
谷
先
生
は
、医
学
生
の
頃
か
ら
救
急
医

療
を
や
り
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
し
た
が
、

当
時
は
ま
だ
新
し
い
分
野
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、

そ
の
専
門
教
育
を
受
け
る
機
会
に
恵
ま
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。そ
こ
で
、蘇
生
や
救
急
も
で
き
る

と
い
う
麻
酔
科
を
専
門
科
と
し
て
選
択
し
た
の

で
す
。

麻
酔
科
医
と
し
て
充
実
し
た
キ
ャ
リ
ア
を
積

む
一
方
で
、救
急
科
の
専
門
医
の
資
格
も
取
得

し
、
勉
強
を
続
け
て
い
た
長
谷
先
生
。
そ
の

姿
を
息
子
さ
ん
は
ち
ゃ
ん
と
見
て
い
た
の
で
し

た
。

■
麻
酔
科
医
と
救
急
医
の
違
い

麻
酔
科
医
は
、手
術
を
受
け
る
患
者
さ
ん
の

麻
酔
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、血
圧
、心
臓
、呼
吸

な
ど
全
身
の
管
理
を
し
な
が
ら
、そ
の
変
化
を

見
極
め
、適
切
な
対
応
を
す
る
の
が
主
な
仕
事

で
す
。「
麻
酔
科
医
は
、救
急
医
療
の
基
本
中
の

基
本
で
あ
る
心
肺
蘇
生
法
の
Ａ
Ｂ
Ｃ（A

irw
ay

気
道
確
保
、Breathing

呼
吸
、Circulation

循

環
）を
日
々
行
っ
て
い
ま
す
。そ
う
い
う
意
味
で
、

救
急
医
療
の
最
前
線
に
い
ち
ば
ん
向
い
て
い
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」。

麻
酔
科
医
と
救
急
医
の
大
き
な
違
い
に
つ
い

て
、「
救
急
医
は�
謎
解
き
�で
す
。運
び
込
ま
れ

た
患
者
さ
ん
に
つ
い
て
、な
ぜ
、こ
う
い
う
状
態

な
の
か
と
手
当
て
を
し
な
が
ら
、そ
の
謎
を
解
い

て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。麻
酔
科
医
は

逆
に
、す
で
に
診
断
が
つ
い
て
い
る
患
者
さ
ん
に

接
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。そ
の
上
で
検

査
デ
ー
タ
や
全
身
の
状
態
な
ど
の
情
報
を
集
め
、

麻
酔
計
画
や
術
後
管
理
な
ど
の
治
療
方
法
を

考
え
る
の
で
す
」。

ま
た
、麻
酔
科
医
時
代
は
仕
事
の
ほ
と
ん
ど

を
手
術
室
や
集
中
治
療
室
で
過
ご
し
て
い
た
、

い
わ
ば�
箱
入
り
医
師
�で
し
た
が
、い
ま
は
、院

内
外
に
活
動
の
フ
ィ
ー
ル
ド
が
大
き
く
広
が
り
、

動
き
回
る
日
々
を
過
ご
し
て
い
ま
す
。

■
医
師
へ
の
道
を
開
い
た
母
の
教
え

長
谷
先
生
が
医
師
を
め
ざ
し
た
き
っ
か
け
は
、

小
さ
い
頃
か
ら
母
親
に
言
わ
れ
続
け
た「
人
の

役
に
立
つ
よ
う
に
生
き
な
さ
い
」、「
女
性
も
手

に
職
を
付
け
な
さ
い
」と
い
う
言
葉
に
あ
り
ま

し
た
。「
戦
争
を
体
験
し
た
母
は
、い
つ
、何
が
ど

う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
思
い
が
強
か
っ
た
。

母
自
身
、教
員
免
許
を
持
っ
て
い
た
お
か
げ
で
、

仕
事
を
し
な
が
ら
戦
後
を
生
き
抜
い
て
来
れ
た

の
で
す
」。

ま
た
、長
谷
先
生
が
学
生
時
代
に
他
界
し
た

元
軍
人
の
父
親
に
は
、野
山
や
海
で
体
力
を
鍛

え
ら
れ
、子
供
時
代
は
近
所
の
子
を
率
い
て
遊

び
ま
わ
る
超
負
け
ず
嫌
い
な
ガ
キ
大
将
だ
っ
た

■長崎大学病院救急部スタッフと臨床実習中の学生たち
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そ
う
で
す
。「
い
ま
仕
事
で
、度
胸
と
人
情
を

持
っ
て
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
し

ば
し
ば
遭
遇
し
ま
す
が
、こ
の
頃
に
形
成
さ
れ

た
ガ
キ
大
将
気
質
が
役
に
立
っ
て
い
る
と
思
い

ま
す
」。

何
事
に
も
ひ
る
ま
ず
、勝
つ
た
め
の
努
力
も

人
一
倍
や
り
、で
き
る
だ
け
潔
く
あ
ろ
う
と
す

る
長
谷
先
生
。そ
の
人
柄
を
同
僚
の
男
性
医
師

は
、「
も
っ
と
も
九
州
男
児
ら
し
い
人
」と
表
現

し
ま
し
た
。

■
女
性
医
師
で
あ
る
こ
と

命
と
対
峙
す
る
厳
し
い
医
療
の
現
場
。近
年

で
は
女
性
医
師
の
数
が
増
え
た
と
は
い
え
、ま

だ
ま
だ
男
性
医
師
が
圧
倒
的
に
多
い
世
界
で

す
。「
仕
事
中
は
、女
性
で
あ
る
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
意
識
し
ま
せ
ん
が
、必
要
な
と
き
は
女
性
ら

し
さ
を
最
大
限
に
活
か
し
ま
す
」。そ
れ
は
、子

供
や
お
年
寄
り
の
患
者
さ
ん
に
接
す
る
と
き
。

「
普
段
は
、男
勝
り
で
通
っ
て
い
ま
す
が
、そ
う
い

う
と
き
だ
け
は
母
親
の
よ
う
な
優
し
さ
、立
ち

居
振
る
舞
い
を
心
掛
け
ま
す
」。

ま
た
、医
師
の
仕
事
は
激
務
で
、拘
束
時
間

も
長
か
っ
た
り
不
規
則
だ
っ
た
り
し
ま
す
。そ
の

た
め
、出
産
や
育
児
を
き
っ
か
け
に
多
く
の
女

性
医
師
が
現
場
を
去
る
の
を
見
て
来
ま
し
た
。

「
私
の
場
合
は
、仕
事
に
打
ち
込
み
、息
子
に
は

そ
の
後
ろ
姿
を
見
せ
て
い
く
と
腹
を
決
め
、家

事
は
全
面
的
に
母
に
サ
ポ
ー
ト
し
て
も
ら
い
ま

し
た
。夫
や
息
子
の
協
力
も
あ
っ
た
の
で
続
け
て

来
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
」。長
谷
先
生
の
よ
う
に

家
族
の
協
力
を
得
ら
れ
る
ケ
ー
ス
は
少
な
い
の

が
現
状
で
す
。

そ
こ
で
長
崎
大
学
で
は
、そ
う
し
た
女
性
医

師
を
対
象
に
、「
麻
酔
科
復
帰
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト（
左
下
の「
女
性
医
師
の
麻
酔
科
復
帰
支
援

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」に
つ
い
て
を
参
照
）を
３
年
前
か

ら
実
施
し
て
い
ま
す
。長
谷
先
生
は
こ
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
る
際
の
体
制
づ
く
り
に

携
わ
り
ま

し
た
。「
仕

事
を
や
る

か
、
や
め

る
か
の
二

つ
に
一
つ
の

選
択
で
は

な
く
、も
っ

と
柔
軟
な

勤
務
体
制

で
支
援
を
す
る
も
の
で
す
」。こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

は
、出
産
や
育
児
と
仕
事
の
両
立
を
願
う
人
だ

け
で
な
く
、仕
事
の
新
し
い
在
り
方
と
し
て
、注

目
を
浴
び
て
い
ま
す
。

■
救
急
医
療
の
母
港
を
つ
く
り
た
い

長
谷
先
生
が
医
師
に
な
っ
た
理
由
に
は
、も

う
ひ
と
つ
、子
供
の
頃
の
体
験
が
あ
り
ま
し
た
。

「
当
時
、自
分
の
家
の
前
に
は
内
科
の
開
業
医

が
い
ら
し
て
、夜
中
で
も
診
て
く
だ
さ
り
、大
き

な
安
心
感
が
あ
り
ま
し
た
。夏
休
み
に
な
る
と
、

離
島
の
祖
父
母
の
家
に
遊
び
に
行
っ
て
い
ま
し

た
が
、近
く
に
は
病
院
が
な
く
て
、病
気
や
ケ
ガ

を
し
た
と
き
た
い
へ
ん
心
細
い
思
い
を
し
ま
し
た
。

い
ま
思
え
ば
、子
供
心
に
も
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
ケ
ア

（
初
期
診
療
）の
考
え
が
芽
生
え
て
い
て
、自
分

も
近
所
の
開
業
医
の
よ
う
な
人
に
な
り
た
い
と

い
う
気
持
が
ず
っ
と
心
の
ど
こ
か
に
あ
っ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
」。

そ
の
体
験
か
ら
来
る
思
い
は
、の
ち
に
医
師

に
な
っ
た
と
き
、地
元
長
崎
市
に「
救
命
救
急
セ

ン
タ
ー
」を
つ
く
り
た
い
と
い
う
目
標
へ
つ
な
が
っ

て
い
き
ま
し
た
。実
現
す
る
た
め
に
は
、患
者
さ

ん
を
必
ず
受
け
入
れ
ら
れ
る
だ
け
の
マ
ン
パ

ワ
ー
と
設
備
が
必
要
で
す
。さ
ら
に
、長
谷
先

生
は
こ
の「
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
」を
、救
急
医

療
の
教
育
も
で
き
る
機
関
に
し
た
い
と
考
え
て

い
る
の
で
す
。「
若
い
医
師
や
学
生
た
ち
に
救
急

医
療
に
関
す
る
知
識
や
経
験
を
身
に
付
け
て

も
ら
い
、救
急
医
療
を
理
解
し
、サ
ポ
ー
ト
し
て

く
れ
る
医
師
を
た
く
さ
ん
つ
く
り
た
い
。そ
し
て
、

こ
の
セ
ン
タ
ー
が
彼
ら
に
と
っ
て
、救
急
医
療
の

母
港
に
な
る
よ
う
に
し
た
い
ん
で
す
」。

こ
の
大
き
な
目
標
に
向
け
て
、後
輩
の
育
成

な
ど
コ
ツ
コ
ツ
と
自
分
に
で
き
る
こ
と
を
は
じ
め

て
い
る
長
谷
先
生
。「
人
の
役
に
立
つ
よ
う
に
生

き
な
さ
い
」と
い
う
母
親
の
言
葉
を
素
直
に
受

け
入
れ
、一
生
懸
命
努
力
し
て
子
供
の
頃
に
描

い
た
未
来
に
、し
っ
か
り
立
っ
て
い
る
そ
の
姿
は
、

周
り
の
人
を
励
ま
し
、元
気
と
勇
気
を
与
え
て

く
れ
る
の
で
し
た
。

１

２

「女性医師の麻酔科復帰支援
プロジェクト」について

女性医師の数が他科より比較的多
い麻酔科では、出産や育児などによる
休職も多く、麻酔科医不足を招いて、さ
まざまな問題が起きていました。
このプロジェクトは、麻酔科医は時間
外呼び出しがなく、勤務形態も自由度
が高いなどの利点を活かし、一定期間、
実践指導を受けながら働いて、復帰に
向けてのトレーニングを積むというもので、
出産・育児などで休職を余儀なくされた

女性医師の職場復帰を強力に支援しま
す。
プロジェクトの本部は長崎大学病院
内にあり、全国の協力病院と連携して
事業を推進しています。
子育て中の女性医師の都合に柔軟

に対応して、復帰を支援するこのプロ
ジェクトを通じて、すべての職員の労務
環境について考え、その改善につながる
ことが期待されています。

長崎大学病院麻酔科講師 趙 成三先生
Cho Sungsan

■救急医療の実習で、この日はＡＥＤの使い
方などを指導。「長谷先生と話してるとモ
チベーションが上がります」と学生さん。

■集中治療室で、臨床実習の指導中。

１、長谷先生は救急部のスタッ
フらとともにＤＭＡＴ（災
害派遣医療チーム）のメン
バーでもあります。（左端）

２、学会で訪れたシンガポー
ルの病院で救急処置室を
見学。「災害が起きたとき
の受け入れ体制がしっかり
とシステム化されていて勉
強になりました」。
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大航海時代、キリスト教の伝来とともに開かれた長崎。�

江戸時代には日本で唯一西洋に開かれ、海外の文化や学問などを全国へ発信。�

新しい「知」に触れようと、志ある人々が集い、多くの学者やエンジニアを育みました。�

さまざまな文物の「伝来の地」で、「日本初」と称する出来事もいろいろある長崎。�

そのほんの一部をご紹介します。�

◎参考／「長崎県の日本一、世界一」（長崎県）、長崎游学の標（長崎文献社）、ながさきことはじめ（長崎文献社）、長崎歴史文化観光検定公式テキストブック（長崎商工会議所）�

江戸時代のアウトロー

【平賀源内／ひらがげんない】

解体新書を翻訳

【前野良沢／まえのりょうたく】

お江戸でオランダ正月

【大槻玄沢／おおつきげんたく】

咸臨丸で太平洋横断

【勝海舟／かつかいしゅう】

早稲田大学の設立者

【大隈重信／おおくましげのぶ】

幕末の風雲児

【坂本龍馬／さかもとりょうま】

３５０年以上の長寿橋

【眼鏡橋】

幕末の志士らをかくまった�

【グラバー邸】

高島炭鉱のコールタールで舗装？

【アスファルト道路】

出島で楽しむ西洋羽子板

【バドミントン】

居留地の外国人の社交場

【ボウリング】

日本最古のコース

【パブリックゴルフ場】

カンボジアから来たカボチャ

【カボチャ】

隠元禅師と一緒に渡来

【インゲン豆】

果肉の赤が恐かった�

【スイカ】

別名オランダイモ

【ジャガイモ】

異国情緒の味、白カステラ

【パン】

欧米から製法を伝授

【ハム】

きっかけは、フランスの牛缶

【缶詰】

はじまりは、キリシタンの里

【パスタ】

博物学者・文人。発明家でもあり時

代に先駆けた奇人として知られる。

宝暦２年（１７５２）

長崎を訪れ、オ

ランダ語などを

学ぶ。その後、再

び長崎を訪れ、

オランダ通詞から手に入

れた発電機エレキテルの

復原に成功。当時は医療

用に使われた。

蘭学者。中津藩（大分県）の侍医。明和７年（１７７０）

長崎へ。オランダ

解剖図譜「ターヘ

ル・アナトミア」を

手に入れ、杉田玄

白らとともに翻訳、

「解体新書」として

世に出した。

蘭学者。長崎を訪れ、オランダ通詞らから広く学ぶ。

江戸にもどると、蘭学塾を開いた。長崎で見たオラ

ンダ正月を模した新元会（太陽暦による元旦の祝

宴）を、江戸の蘭学者を招いて催した。

政治家・幕府海軍創

設者。長崎海軍伝習

所の頭取として長崎

に派遣され、オラン

ダ人に海軍諸術を学

ぶ。榎本武揚や坂本

龍馬など多くの人材

を育てた。咸臨丸で

の渡米や江戸城無血

開城などで知られる。

明治・大正期の政治家。佐賀藩の下級武士として

生まれ、幕末の長崎でオランダ人フルベッキに英

語をはじめさまざまな学問を学ぶ。幕末から明治

にかけて長崎へ度々赴いた。

土佐藩の下級武士

だったが、のちに脱

藩。勝海舟と出会い、

門人になる。幕末、長

崎で亀山社中（後の

海援隊）を結成し、海

運貿易業を興す。大

政奉還の画策など新

時代の到来に向けて

活躍した。

二つのアーチが水面に映ると、まるで眼鏡のよう

だから眼鏡橋という。寛永１１年（１６３４）、長崎興福

寺の唐僧、黙子如定が

架けた日本初の二連

アーチ構造の石橋。昭

和５７年（１９８２）の長崎大

水害で半壊したが、復

旧。国指定重要文化財。

文久３年（１８６３）英国の商人トーマス・グラバーが

建てた。庭園を擁した和洋折衷の住まいで、現存

する木造洋館としては日本最古。屋根裏部屋は、

幕末の志士らの隠れ場になったといわれる。国指

定重要文化財。

グラバー園内に日本最古といわれるアスファルト

道路が残っている。舗装の経緯は定かでないが、

明治初期、トーマス・グラバーが当時経営した高島

炭鉱のコールタールを使用したという説がある。

出島のオランダ人たち

の風習などを紹介した

「紅毛雑話」（１７８７年刊）

に、ラケットとシャトル

コックによく似た絵が

描かれている。また、江

戸時代の「漢洋長崎居

留図巻」にもバドミント

ンらしき遊びをする人

物が描かれている。

文久１年（１８６１）６月２２

日、長崎の英字新聞に、

居留地に「インターナ

ショナル・ボウリング・

サロン」が開設された

という広告が出た。こ

れが日本初のボウリン

グ場で居留地の外国人

たちの社交場であった。

風光明媚な雲仙岳を見渡す雲仙ゴルフ場は、大正

２年（１９１３）に完成した日本初のパブリックゴルフ

コース（９ホール）。当初、ワラぶきのクラブハウス

があったという。

南蛮貿易時代、ポルトガル
人がカンボジアから長崎
に伝えた。ポルトガル語で
カボチャを意味する『アボ
ブラ』が訛り、九州ではボ
ウブラとも呼ばれる。

唐僧、隠元禅師が承応３年（１６５４）、長崎へ渡来し
た際もたらしたといわれ、名前の由来にもなって
いる。荒れ地にも育つので、飢饉のときなど大いに
人々を助けた。

種子を南蛮貿易時代にポ
ルトガル人がもたらしたと
も、隠元禅師がインゲン
豆と一緒に持参したとも
伝えられる。当時の日本人
には、果肉の赤が血の色
のようだと敬遠されたとか。

北海道に次ぐ第二位の生産量を誇る長崎県は、伝
来の地。１６世紀後半、ポルトガル船がジャガタラ
（ジャカルタ）経
由で、長崎へ運ん
できたなどの説
がある。長崎では
オランダイモと
も呼んだ。

パンは、南蛮貿易時代にポルトガル人から製法が
伝わり、長崎の街角でも焼かれていた。江戸時代
には、出島のオランダ人が常食。当時、全国から長
崎にやってきた人々は、「白カステラ」と呼び珍し
がったという。

江戸時代、出島ではオランダ人がハムを食べてい
ら かん

た。当時の日本語では「塩漬豚」「臘乾」などと記さ
れている。日本初のハムの製造業は明治５年
（１８７２）、オランダ船のコックから製法を習った浦
岡福松、アメリカ人から習った片岡伊右衛門など
が長崎ではじめている。

長崎の外国語学校「広運館」に勤
務していた松田雅典は、フランス
人教師のレオン・デュリーが本国
から持ち込んだ牛缶に驚き、缶
詰の製法を習う。明治２年（１８６９）
日本で初めて試作品を製造。後
に生産を開始した。

遠藤周作の「沈黙」の舞台として知
られる長崎市外海地区。明治時代、
この地域に赴任していたフランス
人宣教師のド・ロ神父が、マカロニ
の製法を人々に伝えたのが日本で
最初のパスタと言われている。
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④国際機関の世紀とOECD

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！�

国
際
機
関
の
世
紀

※
１

皆
さ
ん
は
、「
国
際
機
関
」と
い
う
と
、真
っ
先
に

何
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
か
。お
そ
ら
く
、「
国
際
連

合
」と
答
え
る
人
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。国
際
連
合
は
、世
界
の
ほ
と
ん
ど
の
国（
地
域

を
含
む
）が
加
盟
し
、そ
の
活
動
分
野
も
非
常
に

広
範
に
わ
た
る
、ま
さ
に
国
際
機
関
の
中
の
国
際

機
関
と
も
言
え
る
存
在
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
他
に
も
、毎
日
の
ニ
ュ
ー
ス
や
新
聞
報
道
に

は
、さ
ま
ざ
ま
な
国
際
機
関
の
名
が
登
場
し
ま
す
。

サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
問
題
を
発
端
に
し
た
世
界
的
な

金
融
危
機
へ
の
対
応
で
は
、新
興
経
済
国
の
代
表

を
含
め
た
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
あ
る
Ｇ
※
２２０
が
国
際
的
な

協
力
を
推
進
す
る
上
で
中
心
的
な
役
割
を
果
た

し
た
ほ
か
、ア
イ
ス
ラ
ン
ド
や
ハ
ン
ガ
リ
ー
な
ど
深

刻
な
危
機
に
陥
っ
た
国
々
に
対
し
て
は
、Ｉ
Ｍ
Ｆ

（
国
際
通
貨
基
金
）が
緊
急
融
資
に
よ
り
支
援
を

行
い
ま
し
た
。ま
た
、今
年
メ
キ
シ
コ
か
ら
世
界
中

に
広
ま
っ
た
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
へ
の
対
応
で
は
、

Ｗ
Ｈ
Ｏ（
世
界
保
健
機
関
）が
毎
日
の
よ
う
に

ニ
ュ
ー
ス
に
登
場
し
て
い
た
の
が
記
憶
に
新
し
い
と

こ
ろ
で
す
。こ
の
よ
う
に
、グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
急
速

に
進
展
し
て
い
る
現
在
に
お
い
て
は
、一
国
あ
る
い

は
少
数
の
当
事
国
の
み
で
は
解
決
で
き
な
い
問
題

が
非
常
に
増
え
て
き
て
お
り
、国
際
機
関
を
は
じ

め
と
す
る
国
際
的
な
協
力
の
枠
組
み
の
重
要
性

が
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
き
て
い
ま
す
。

国
際
機
関
の
起
源
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
ま
す

が
、１
８
３
１
年
に
設
立
さ
れ
た「
国
際
河
川
委

員
会
」を
世
界
最
初
の
国
際
機
関
と
す
る
説
が

有
力
で
す
。そ
の
後
、２０
世
紀
に
入
っ
て
、国
際
機

関
の
数
は
急
激
に
増
加
し
、現
在
で
は
３
０
０
を

超
え
る
国
際
機
関
が
存
在
す
る
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。ま
た
、２０
世
紀
に
は
歴
史
上
最
も
画
期
的
な

二
つ
の
国
際
機
関
、す
な
わ
ち「
国
際
連
盟
」と

「
国
際
連
合
」が
誕
生
し
ま
し
た
。前
者
は
わ
ず
か

３０
年
足
ら
ず
で
消
滅
し
ま
し
た
が
、後
者
は
冒
頭

に
も
述
べ
た
よ
う
に
、創
設
以
来
半
世
紀
を
経
た

今
も
な
お
、国
際
社
会
に
お
い
て
欠
か
す
こ
と
の

で
き
な
い
存
在
と
し
て
そ
の
役
割
を
果
た
し
続
け

て
い
ま
す
。そ
の
よ
う
な
意
味
で
、２０
世
紀
は
、ま

※
３

さ
に「
国
際
機
関
の
世
紀
」と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い

世
紀
だ
っ
た
と
言
え
ま
す
。

※
１

国
際
関
係
論
に
お
い
て
は
、「
国
際
機
構
」と
い
う
用
語
を

用
い
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、こ
こ
で
は
、一
般
的
に
な
じ
み

や
す
い「
国
際
機
関
」と
い
う
用
語
を
統
一
し
て
用
い
る
。

※
２

Ｇ
８
や
Ｇ
２０
は
、常
設
的
な
事
務
局
を
有
し
な
い
な
ど
、厳

密
な
意
味
で
の
国
際
機
関
と
は
言
え
な
い
が
、今
日
の
国

際
的
な
協
力
を
考
え
る
上
で
は
欠
か
せ
な
い
枠
組
み
で
あ
る
。

※
３

最
上
敏
樹『
国
際
機
構
論
』東
京
大
学
出
版
会
、１
９
９

６
年
、１
頁
。

時
代
の
要
請
で
生
ま
れ
た
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
も
ま
た
、「
国
際
機
関
の
世
紀
」に

生
ま
れ
、発
展
し
て
き
た
国
際
機
関
の
一
つ
で
す
。

皆
さ
ん
も
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
と
い
う
名
前
を
ニ
ュ
ー
ス
や

新
聞
で
必
ず
目
に
し
て
い
る
は
ず
で
す
が
、登
場

回
数
は
あ
ま
り
多
く
な
い
の
で
、記
憶
に
残
っ
て
い

る
方
は
少
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。正
式
名
称
は
、

「
経
済
協
力
開
発
機
構（O

rganization
forE

co -

nom
ic
C
o- operation

and
D
evelopm

ent

）」と

言
い
ま
す
。Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
は
、世
界
経
済
の
さ
ま
ざ

ま
な
局
面
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、一
般
の
方
々
に
紹
介
さ
れ

る
機
会
は
あ
ま
り
な
い
の
で
、今
回
は
、数
あ
る
国

際
機
関
の
中
か
ら
、Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
に
つ
い
て
取
り
上

げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
前
身
で
あ
る
Ｏ
Ｅ
Ｅ
Ｃ（
欧
州

経
済
協
力
機
構
）は
、１
９
４
８
年
４
月
に
西
欧

※
４

の
１６
カ
国
を
加
盟
国
と
し
て
発
足
し
ま
し
た
。当

初
は
、第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
り
荒
廃
し
た
西
欧

諸
国
に
対
す
る
米
国
に
よ
る
援
助
を
加
盟
国
間

で
ど
の
よ
う
に
配
分
す
る
か
を
協
議
す
る
の
が
主

な
役
割
で
し
た
。そ
の
後
、西
欧
各
国
が
順
調
に

復
興
を
遂
げ
る
に
従
い
、Ｏ
Ｅ
Ｅ
Ｃ
を
よ
り
時
代

の
要
請
に
応
じ
た
国
際
機
構
に
改
組
す
べ
き
と
の

機
運
が
高
ま
り
、さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
行
わ
れ
た

結
果
、１
９
６
１
年
に
２０
カ
国
が
加
盟
す
る
新

機
構
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
生
ま
れ
ま
し
た
。現
在
で
は
加

盟
国
は
３０
カ
国
と
な
っ
て
い
ま
す
。

※
４

１
９
４
９
年
に
西
ド
イ
ツ
、１
９
５
８
年
に
ス
ペ
イ
ン
が
加

盟
し
、Ｏ
Ｅ
Ｅ
Ｃ
は
、最
終
的
に
は
１８
カ
国
構
成
と
な
っ
た
。

世
界
最
大
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
、

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
本
部
は
パ
リ
に
あ
り
、マ
リ
ー
・
ア

ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
王
妃
も
２
年
ほ
ど
過
ご
し
た
と
言

わ
れ
て
い
る
、か
つ
て
の
フ
ラ
ン
ス
王
室
の
宮
殿
に

所
在
し
て
い
ま
す
。そ
の
建
物
は
、Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が

持
ち
続
け
て
き
た
地
味
で
欧
州
的
な
特
色
を
象※５

徴
す
る
よ
う
な
独
特
な
雰
囲
気
を
持
っ
て
い
ま
す
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
は
、�
経
済
成
長
、�
貿
易
自
由
化
、

地
球
環
境
、エ
ネ
ル
ギ
ー
、格
差
と
貧
困
、金
融
危
機

グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
社
会
が
直
面
す
る
問
題
は
、

国
際
的
な
協
力
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
。

シ
リ
ー
ズ
最
終
回
と
な
る
今
回
は
、

先
進
国
が
加
盟
す
る「
世
界
の
知
恵
袋
」

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
役
割
に
つ
い
て
、

平
井
康
夫
先
生
に
お
話
を
う
か
が
い
ま
す
。

一橋大学経済学部を卒業後、１９８９年に大蔵省（現在
の財務省）に入省。在勤中の１９９１年にドイツ・バイエル
ン州にあるアウグスブルク大学に２年間留学。銀行局、
国際局等で課長補佐を務めた後、２００３年より在スイス
日本国大使館一等書記官としてベルンで３年間勤務。
帰国後、金融庁で広報室長、コングロマリット室長を経
て、２００８年７月から長崎大学経済学部教授。国際協
力機構論担当。

経済学部

平井 康夫教授
Hirai Yasuo

OECD加盟国・３０カ国（２００９年５月現在）

【追加加盟国】加盟順

日本
フィンランド
オーストラリア
ニュージーランド
メキシコ
チェコ
ハンガリー
ポーランド
韓国
スロバキア

【原加盟国】アルファベット順

ルクセンブルグ
オランダ
ノルウェー
ポルトガル
スペイン
スウェーデン
スイス
トルコ
イギリス
アメリカ

オーストリア
ベルギー
カナダ
デンマーク
フランス
ドイツ
ギリシャ
アイスランド
アイルランド
イタリア

OECD本部外観
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�
途
上
国
支
援
に
貢
献
す
る
こ
と
を
３
大
目
的

と
し
て
設
立
さ
れ
ま
し
た
が
、そ
の
後
、国
際
社

会
・
経
済
の
多
様
化
に
伴
い
そ
の
活
動
範
囲
を
広

げ
、現
在
で
は
、当
初
の
目
的
に
加
え
、環
境
、エ

ネ
ル
ギ
ー
、農
林
水
産
、科
学
技
術
、教
育
、高
齢

化
、年
金
・
健
康
保
険
制
度
と
い
っ
た
経
済
・
社
会

の
広
範
な
分
野
で
積
極
的
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま

す
。Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
に
は
、他
の
国
際
機
関
と
の
違
い
を

際
立
た
せ
る
い
く
つ
か
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。ま
ず

第
１
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、先
進
国

の
み
を
加
盟
国
と
し
て
い
る
点
で
す
。Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

に
加
盟
す
る
た
め
の
資
格
要
件
を
定
め
た
明
文

上
の
規
定
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、加
盟
の
た
め
に
は
、

�
民
主
主
義
体
制
の
確
立
と
�
市
場
経
済
体
制

の
下
で
先
進
国
の
水
準
に
達
し
て
い
る
こ
と
が
実

質
的
に
求
め
ら
れ
て
お
り
、Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
に
加
盟
す

る
こ
と
自
体
が
、「
先
進
国
で
あ
る
証
」と
し
て
一

種
の
ス
テ
ー
タ
ス
と
な
っ
て
い
ま
す
。ち
な
み
に
、日

本
が
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
に
加
盟
し
た
の
は
１
９
６
４
年

の
こ
と
で
す
が
、こ
れ
に
よ
り
、日
本
は
名
実
と
も

に
先
進
国
の
仲
間
入
り
を
果
た
す
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。第
２
の
特
徴
は
、「
世
界
最
大
の
シ
ン
ク

タ
ン
ク
」と
称
さ
れ
る
と
お
り
、政
治
・
軍
事
を
除

き
、経
済
・
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
さ
ま
ざ
ま

な
問
題
を
取
り
上
げ
、研
究
・
分
析
し
、政
策
提

言
を
行
っ
て
お
り
、活
動
対
象
分
野
が
非
常
に
幅

広
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。第
３
の
特
徴
は
、他

の
国
際
機
関
の
よ
う
に
、各
国
間
で
対
立
の
あ
る

問
題
に
つ
い
て
利
害
調
整
を
図
る
場
で
は
な
く
、

先
進
国
と
い
う
同
質
集
団
の
中
で
、多
様
な
問
題

に
関
し
て
政
策
協
調
を
図
る
た
め
の
フ
ォ
ー
ラ
ム

で
あ
り
、い
わ
ば「
ク
ラ
ブ
的
性
格
」を
有
し
て
い

る
こ
と
で
す
。

※
５

村
田
良
平『
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ（
経
済
協
力
開
発
機
構
）』中
公
新

書
、２
０
０
０
年
、３
頁
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
と
日
本

日
本
は
、Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
に
対
し
、加
盟
国
中
、米

国
に
次
ぐ
第
２
位
の
拠
出（
２
０
０
７
年
で
約

６１
億
円
、全
拠
出
額
の
約
１７
％
）を
行
い
、財
政

面
で
多
大
な
貢
献
を
し
て
い
ま
す
。ま
た
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
の
リ
ー
ダ
ー
国
の
一
つ
と
し
て
各
種
活
動
に
積

極
的
に
参
加
・
協
力
し
、日
本
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
に

と
っ
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
存
在
と

な
っ
て
い
ま
す
。一
方
、Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
行
っ
て
い
る

さ
ま
ざ
ま
な
調
査
研
究
や
政
策
協
調
の
成
果
は
、

日
本
政
府
が
、経
済
・
社
会
の
広
範
な
分
野
に
お

い
て
、新
し
い
政
策
を
企
画
・
立
案
す
る
際
に
役
立

て
ら
れ
て
い
ま
す
。

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
活
動
対
象
と
す
る
分
野
は
、そ
の

幅
広
さ
ゆ
え
に
、他
の
国
際
機
関
と
重
複
す
る
こ

と
が
多
く
、ま
た
そ
の
活
動
の
性
格
上
、「
不
要

論
」は
絶
え
ま
せ
ん
が
、Ｇ
８
サ
ミ
ッ
ト
で
議
論
さ

れ
る
議
題
に
関
す
る
説
明
資
料
の
多
く
を
Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ
が
準
備
す
る
な
ど
、Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
Ｇ
８
サ

ミ
ッ
ト
の
知
恵
袋
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
こ
と
は
意
外
に
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ
は
、国
際
社
会
が
気
付
い
て
い
な
い
将
来
の

重
要
課
題
を「
未
来
志
向
」で
取
り
上
げ
て
い
く

貴
重
な
存
在
で
あ
り
、私
た
ち
は
今
後
と
も
そ
の

活
動
に
注
目
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

正面ロビーに設置された加盟３０カ国の国旗

近代的な内部

数多くの会議場を擁したOECD本部

会議場のひとつ
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2

工
学
部
教
授�

岡
林  

隆
敏�

O
kabayashi T

akatoshi

福岡県�

山口県�

佐賀県�

大分県�

長崎県�
熊本県�

宮崎県�

鹿児島県�

長崎大学�

八幡製鉄所・�
筑豊炭鉱関連遺産�
（北九州地区）�

反射炉（萩市）�

小菅修船場・�
高島炭鉱関連遺産�
（長崎市）�

旧集成館関連工場群�
（鹿児島市）�

三池炭鉱関連遺産�
（大牟田市）�

日
本
が
開
港
す
る
と
、長
崎
の
中
心
市

街
地
の
西
岸
に
は
長
崎
製
鉄
所
が
建
設
さ

れ
、南
部
の
小
菅
に
は
船
舶
の
修
理
用
の

ド
ッ
ク
が
建
設
さ
れ
た
。ま
た
、長
崎
港
口
の

高
島
炭
鉱
で
は
西
洋
技
術
を
導
入
し
た
石

炭
の
採
掘
な
ど
、長
崎
に
お
い
て
近
代
重
工

業
が
始
ま
っ
た
。

明
治
時
代
に
な
る
と
、西
日
本
の
最
大
都

市
に
成
長
し
た
長
崎
市
は
、全
国
に
先
駆
け

て
、港
湾
事
業
、上
・
下
水
道
事
業
な
ど
、近

代
的
な
都
市
施
設
の
建
設
を
行
っ
た
。日
本

の
西
端
に
位
置
す
る
長
崎
は
、国
際
通
信
の

先
端
基
地
で
も
あ
っ
た
。

�
九
州
・
山
口
の
近
代
化

産
業
遺
産
群
構
成
資
産

（
世
界
遺
産
暫
定
登
録
）

■
世
界
遺
産
登
録
に
向
け
て

西
洋
技
術
の
導
入
に
よ
る
日
本
の
工
業
化
・
近

代
化
の
原
動
力
と
な
っ
た
の
が
、九
州
を
中
心
と
し

た
鉄
鋼
業
、造
船
業
、石
炭
産
業
で
あ
っ
た
。

旧
集
成
館
を
中
心
と
す
る
近
代
工
場
群（
鹿
児

島
県
）、三
池
炭
鉱（
福
岡
県
）、小
菅
修
船
場
や
高

島
炭
鉱（
長
崎
県
）、八
幡
製
鉄
所
や
筑
豊
炭
鉱

（
福
岡
県
）、萩
の
反
射
炉（
山
口
県
）な
ど
を
構
成

資
産
と
し
た「
九
州
・
山
口
の
近
代
化
産
業
遺
産

群
」が
、平
成
２１
年
に
世
界
遺
産
の
候
補
と
し
て
暫

定
登
録
さ
れ
た
。

■
近
代
化
黎
明
期
の
長
崎
市
の
産
業
遺
産

長
崎
で
は
開
港
直
後
の
１
８
６
０
年（
万
延
１
）

に
長
崎
製
鉄
所
が
建
設
さ
れ
、操
業
し
た
。ま
た
、開

港
後
、来
航
す
る
外
国
船
の
修
理
が
必
要
に
な
り
、

ト
ー
マ
ス
・
グ
ラ
バ
ー
が
中
心
と
な
っ
て
、１
８
６
８

年（
明
治
１
）に
日
本
最
初
の
洋
式
ド
ッ
ク
で
あ
る

小
菅
修
船
場
が
建
設
さ
れ
た
。こ
れ
ら
の
施
設
が
核

と
な
り
、そ
の
後
、日
本
最
大
の
造
船
所
で
あ
る
三

菱
長
崎
造
船
所
へ
発
展
し
て
行
く
。一
方
、１
８
７
６

年（
明
治
９
）日
本
最
初
の
洋
式
炭
坑
で
あ
る
高
島

の
北
渓
井
坑
が
操
業
し
、後
に
軍
艦
島
と
し
て
知
ら

れ
る
端
島
炭
鉱
も
１
８
７
７
年（
明
治
１０
）に
操
業

し
た
。

ト
ー
マ
ス
・
グ
ラ
バ
ー
は
１
８
６
３
年（
文
久
３
）

に
南
山
手
に
個
人
の
住
居
を
建
築
し
た
が
、こ
れ
は

長
崎
市
の
グ
ラ
バ
ー
園
の
中
心
建
築
物
と
し
て
保

存
さ
れ
て
い
る
。

小菅修船場機械設備

高島炭鉱北渓井坑（日本大学芸術学部所蔵）

旧端島炭鉱（軍艦島）旧グラバー住宅（国指定重要文化財）

小菅修船場（国指定史跡）

九州・山口の近代産業遺産群

トーマス・グラバー
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�
近
代
都
市
の
確
立

（
近
代
化
都
市
施
設
群
）

■
出
島
か
ら
続
く
国
際
貿
易
都
市
へ

長
崎
港
を
閉
塞
さ
せ
る
中
島
川
か
ら
の
流
出
土

砂
を
湾
奥
に
排
除
す
る
た
め
に
、第
１
次
長
崎
港

改
修
事
業
が
行
わ
れ
、現
在
の
よ
う
に
中
島
川
が
出

島
の
背
後
に
変
流
さ
れ
た
。中
島
川
河
口
を
は
じ
め

周
辺
の
橋
梁
が
近
代
的
な
西
洋
式
橋
梁
に
架
け
替

え
ら
れ
た
。

外
国
船
が
寄
航
す
る
長
崎
か
ら
は
、コ
レ
ラ
な
ど

の
疫
病
が
全
国
に
広
が
っ
た
。特
に
１
８
８
６
年

（
明
治
１９
）の
流
行
で
は
、コ
レ
ラ
に
よ
り
全
国
で
約

１０
万
人
の
死
者
が
発
生
し
た
。近
代
的
な
公
衆
衛

生
を
確
立
す
る
た
め
に
、長
崎
市
で
は
全
国
に
先
が

け
て
、下
水
道
と
上
水
道
を
完
備
し
た
。１
８
９
１

年（
明
治
２４
）に
日
本
で
３
番
目
の
近
代
水
道
が
創

設
さ
れ
た
が
、ダ
ム
式
水
道
と
し
て
は
日
本
で
最
初

の
も
の
で
あ
る
。

■
近
代
化
遺
産
野
外
博
物
館【
Ⅰ
】（
都
市
施
設
）

現
在
の
中
島
川
沿
い
の
出
島
の
曲
線
は
、長
崎
港

改
修
事
業（
中
島
川
変
流
工
事
）に
よ
る
も
の
で
あ

る
。１
８
９
０
年（
明
治
２３
）そ
の
河
口
に
架
設
さ

れ
た「
新
川
口
橋
」は
、の
ち
に
移
設
さ
れ「
出
島
橋
」

と
な
っ
た
。使
用
中
の
鉄
製
橋
梁
で
は
日
本
で
最
も

古
い
も
の
で
あ
る
。１
８
９
１
年（
明
治
２４
）日
本
最

初
の
本
河
内
高
部
ダ
ム
が
完
成
し
、１
９
０
３
年

（
明
治
３６
）に
は
本
河
内
低
部
ダ
ム（
日
本
で
２
番

目
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
の
ダ
ム
）が
完
成
し
た
。市

街
地
中
心
部
南
方
に
１
９
２
６
年（
大
正
１５
）に
花

崗
岩
張
り
の
秀
逸
な
デ
ザ
イ
ン
の
小
ヶ
倉
ダ
ム
が
建

設
さ
れ
た
。

ま
た
、長
崎
市
は
特
異
な
橋
の
文
化
を
持
つ
都
市

で
あ
る
。長
崎
大
学
経
済
学
部
拱（
こ
ま
ね
き
）橋
や

日
本
に
お
け
る
初
期
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

本河内高部ダム

本河内低部ダム

西山ダム

ししとき川下水路

小ヶ倉ダム

長崎大学経済学部拱（こまねき）橋（国登録有形文化財）

中島川変流工事直後（１８８９年頃）
（長崎大学附属図書館所蔵）

出島橋（土木学会選奨土木遺産）

中島川の出島付近（中島川変流工事）
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�
国
際
通
信
と

造
船
工
業
の
原
点

（
近
代
化
産
業
遺
産
群
）

■
日
本
に
お
け
る
近
代
産
業
の
原
点

幕
末
に
長
崎
製
鉄
所
が
完
成
し
、明
治
政
府
は

１
８
６
９
年（
明
治
２
）グ
ラ
バ
ー
商
会
か
ら
小
菅

修
船
場
を
買
収
し
、工
部
省
管
轄
の
長
崎
造
船
所

と
し
た
。こ
れ
ら
の
施
設
は
後
に
、三
菱
会
社
に
払
い

下
げ
ら
れ
、三
菱
会
社
造
船
所
が
誕
生
し
た
。

大
北
電
信
会
社（
デ
ン
マ
ー
ク
）が
、上
海
と
ウ
ラ

ジ
オ
ス
ト
ッ
ク
か
ら
海
底
ケ
ー
ブ
ル
を
長
崎
に
陸
揚

げ
し
、日
本
の
国
際
通
信
が
始
ま
っ
た
。１
８
７
０

年（
明
治
３
）、小
ヶ
倉
に
海
底
ケ
ー
ブ
ル
の
陸
揚
庫

が
建
設
さ
れ
た
。他
方
、台
湾
と
の
独
自
の
通
信
シ

ス
テ
ム
が
必
要
に
な
っ
た
陸
軍
省
は
、１
８
９
６
年

（
明
治
２９
）、現
長
崎
市
西
泊
に
長
崎
貯
線
槽
を
建

設
し
、長
崎
市
が
日
本
の
国
際
通
信
の
結
節
点
に

な
っ
た
。

■
近
代
化
遺
産
野
外
博
物
館【
Ⅱ
】（
産
業
施
設
）

三
菱
の
工
場
群
の
中
に
、１
９
０
９
年（
明
治

４２
）に
設
置
さ
れ
た
１
５
０
ト
ン
固
定
式
電
動
打
重

機
が
見
え
る
。ま
た
１
９
１
６
年（
大
正
５
）ま
で
に

造
ら
れ
た
第
２
船
台
の
赤
い
ガ
ン
ト
リ
ー
ク
レ
ー
ン

が
残
さ
れ
て
い
る
。ド
ッ
ク
と
し
て
は
、１
９
０
５
年

（
明
治
３８
）建
設
の
向
島
第
３
ド
ッ
ク
が
当
時
の
姿

を
残
し
て
い
る
。三
菱
造
船
所
の
構
内
の「
三
菱
史

料
館
」に
は
、創
設
期
か
ら
確
立
期
の
史
料
展
示
、

実
物
の
船
の
エ
ン
ジ
ン
な
ど
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。中

に
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
で
製
造
さ
れ
た
竪
削
盤
は
、日
本

最
古
の
工
作
機
械
で
あ
る
。長
崎
市
西
泊
に
は
、

１
８
９
６
年（
明
治
２９
）に
建
設
さ
れ
た
長
崎
貯
線

（
陸
軍
省
）槽
の
事
務
所（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
海
底
線
史
料
館
）

が
あ
る
。１
８
７
０
年（
明
治
３
）に
建
設
さ
れ
た

大
北
電
信
会
社
の「
国
際
海
底
電
線
小
ヶ
倉
陸
揚

庫
」は
、長
崎
県
有
形
文
化
財
と
し
て
保
存
さ
れ
て

い
る
。

竪削盤（国指定重要文化財）

三菱史料館内部

向島第３ドック

国際海底電線小ヶ倉陸揚庫（県指定史跡）

三菱史料館

第２船台

NTT海底線史料館

１５０トン固定式電動打重機（国登録有形文化財）

長崎貯線槽と海底線敷設船小笠原丸
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長大ニュース�

下
村
脩
長
崎
大
学
名
誉
博
士
ノ
ー
ベ
ル
化
学
賞

受
賞
記
念
講
演
会
を
開
催

３
月
２２
日
、
２
０
０
８
年
ノ
ー
ベ
ル

化
学
賞
を
受
賞
し
た
下
村
脩
名
誉
博
士

が
本
学
を
訪
問
し
、
中
部
講
堂
に
お
い

て
、
ノ
ー
ベ
ル
化
学
賞
受
賞
記
念
講
演

を
行
い
ま
し
た
。

講
演
会
に
先
立
ち
、
長
崎
大
学
名
誉

博
士
称
号
授
与
式
が
行
わ
れ
、
片
峰
学

長
か
ら
第
１
号
の
名
誉
博
士
記
が
授
与

さ
れ
、
併
せ
て
記
念
品
が
贈
呈
さ
れ
ま

し
た
。

そ
の
後
、
大
学
生
や
長
崎
県
内
の
高

校
生
、
中
学
生
な
ど
７
０
０
人
を
前
に

下
村
名
誉
博
士
に
よ
る
講
演
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

ノ
ー
ベ
ル
化
学
賞
受
賞
後
、
日
本
国

内
で
初
め
て
と
な
る
講
演
は
、「
ノ
ー
ベ

ル
賞
受
賞
の
原
点－

長
崎
大
学
」
と
題

し
て
、
戦
前
か
ら
長
崎
県
内
で
暮
ら
し

た
こ
と
、
長
崎
に
原
爆
が
投
下
さ
れ
た

日
の
こ
と
、
長
崎
医
科
大
学
附
属
薬
学

専
門
部
（
現
在
の
薬
学
部
）
に
入
学
し

た
い
き
さ
つ
な
ど
長
崎
に
ま
つ
わ
る
話
か

ら
始
ま
り
、
オ
ワ
ン
ク
ラ
ゲ
か
ら
緑
色

蛍
光
タ
ン
パ
ク
質
を
発
見
す
る
ま
で
の

苦
労
な
ど
が
、
時
に
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
な

が
ら
紹
介
さ
れ
、
聴
講
者
は
熱
心
に
耳

を
傾
け
ま
し
た
。

最
後
に
、
若
者
に
向
け
て
「
ど
ん
な

に
難
し
い
こ
と
で
も
、
努
力
す
れ
ば
何

と
か
な
る
。
絶
対
あ
き
ら
め
な
い
で
成

功
す
る
ま
で
頑
張
ろ
う
」
と
激
励
の
言

葉
が
贈
ら
れ
、
会
場
か
ら
は
大
き
な
拍

手
が
沸
き
起
こ
り
ま
し
た
。

講
演
会
終
了
後
、
薬
学
部
に
完
成
し

た
下
村
脩
名
誉
博
士
顕
彰
記
念
館
の

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー
が
催
さ
れ
、
下

村
名
誉
博
士
や
片
峰
学
長
ら
が
テ
ー
プ

カ
ッ
ト
を
行
い
ま
し
た
。
な
お
、
同
館
に

は
下
村
名
誉
博
士
の
功
績
に
関
す
る
パ

ネ
ル
や
論
文
な
ど
８０
点
が
展
示
さ
れ
、

平
日
の
１０
時
か
ら
１７
時
ま
で
一
般
公
開

さ
れ
て
い
ま
す
。

３
月
７
日
か
ら
１５
日
ま
で
、
東
京
・
上
野

公
園
の
国
立
科
学
博
物
館
に
お
い
て
、
企
画

展
「
熱
帯
感
染
症
と
『
た
た
か
う
』
長
崎
大

学
」
を
開
催
し

ま
し
た
。

こ
の
企
画
展

で
は
、
熱
帯
医

学
研
究
所
に
お

け
る
ア
フ
リ
カ

を
は
じ
め
と
し

た
熱
帯
地
域
で

の
「
熱
帯
感
染

症
」
へ
の
取
り

組
み
を
中
心
に
、
ノ
ー
ベ
ル
化
学
賞
を
受
賞

し
た
下
村
脩
名
誉
博
士
の
功
績
や
、
西
洋
医

学
１
５
０
年
の
歩
み
、
本
学
が
所
蔵
す
る
古

写
真
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
唯
一
の
被
爆
大
学
と
し

て
積
み
重
ね
て
き
た
放
射
線
医
学
に
関
す
る

資
料
な
ど
を
展
示
、
紹
介
し
ま
し
た
。

開
催
期
間
中
、
１
１
、０
８
６
人
の
入
場

者
が
あ
り
、
会
場
は
大
い
に
賑
わ
い
、
来
場

者
か
ら
は
「
普
段
考
え
た
こ
と
も
な
い
ア
フ

リ
カ
の
感
染
症
を
知
り
、
た
い
へ
ん
勉
強
に

な
っ
た
」
な
ど
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

長
崎
大
学
全
学
同
窓
会

懇
親
会
を
開
催

こ
れ
ま
で
学
部
単
位
の
同
窓
会
組
織
し
か
な
か
っ
た

本
学
に
、
平
成
１７
年
１０
月
、「
全
学
同
窓
会
」
が
設
立

さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
た
び
、
各
学
部
等
同
窓
会
の
多
大
な
る
協
力
を

得
て
、
３
月
７
日
、
東
京
に
お
い
て
、
設
立
以
来
初
め
て

一
堂
に
会
す
る
懇
親
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

今
回
の
懇
親
会
は
、
同
日
か
ら
始
ま
っ
た
国
立
科
学

博
物
館
に
お
け
る
本
学
の
企
画
展
に
合
わ
せ
て
、
同
博

物
館
の
ラ
ウ
ン
ジ
で
開
催
さ
れ
た
も
の
で
、
２
０
０
人
を

超
え
る
各
学
部
の
同
窓
生
や
文
部
科
学
省
な
ど
で
活
躍

さ
れ
て
い
る
本
学
出
身
の
職
員
な
ど
が
出
席
し
ま
し
た
。

井
石
哲
哉
全
学
同
窓
会
会
長
（
医
学
部
卒
）
、
片
峰

学
長
（
医
学
部
卒
）
の
挨
拶
に
続
き
、
福
地
茂
雄
日
本

放
送
協
会
会
長
（
経
済
学
部
卒
）
の
乾
杯
の
発
声
で
懇

談
が
始
ま
り
、
出
身
学
部
や
年
代
を
超
え
て
盛
り
上
が

り
ま
し
た
。

最
後
に
、
こ
の
全
学
同
窓
会
設
立
の
際
、
尽
力
さ
れ

た
齋
藤
寛
前
学
長
か
ら
、
本
学
や
同
窓
生
に
対
し
て

エ
ー
ル
が
送
ら
れ
、
懇
親
会
は
終
了
し
ま
し
た
。

平
成
２１
年
度
春
季
外
国
人
留
学
生
防
犯
・
生
活
安
全

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施

４
月
２２
日
、
中
部
講
堂
に
お
い
て
、
本
学

に
在
籍
す
る
す
べ
て
の
外
国
人
留
学
生
を
対

象
に
し
た
「
防
犯
・
生
活
安
全
オ
リ
エ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
」
を
、
浦
上
警
察
署
の
協
力
を
得
て

実
施
し
ま
し
た
。

小
路
留
学
生
セ
ン
タ
ー
長
の
挨
拶
に
続
き
、

浦
上
警
察
署
生
活
安
全
課
生
活
安
全
係
長
か

ら
「
安
全
な
大
学
生
活
の
た
め
に
」
と
題
し
、

留
学
生
が
犯
罪
の
被
害
者
と
な
ら
な
い
よ
う

に
す
る
た
め
の
注
意
事
項
や
、
留
学
生
自
身

が
犯
罪
者
と
な
ら
な
い
よ
う
に
守
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
社
会
の
ル
ー
ル
な
ど
に
つ
い
て
、

講
演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
国
際
交
流
課
か
ら
、
留
学
生
の

就
労
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
ア
ル
バ
イ
ト
の
業

種
や
労
働
時
間
数
の

上
限
な
ど
に
つ
い
て
の

説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

な
お
、
こ
の
オ
リ
エ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
内
容

は
、
国
際
交
流
課
の

ス
タ
ッ
フ
に
よ
り
英

語
と
中
国
語
で
通
訳

さ
れ
ま
し
た
。

古
写
真
ア
ル
バ
ム「
ボ
ー
ド
イ
ン
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」を

登
録
有
形
文
化
財
に
答
申

文
化
審
議
会
は
、
３
月
１９
日
、
長
崎
大
学

が
所
有
す
る
古
写
真
ア
ル
バ
ム
「
ボ
ー
ド
イ
ン

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
を
登
録
有
形
文
化
財
と
し
て

登
録
す
る
よ
う
、
文
部
科
学
大
臣
に
答
申
し

ま
し
た
。
文
化
財
名
は
「
ボ
ー
ド
イ
ン
収
集

紙
焼
付（
や
き
つ
け
）写
真
」と
し
、
美
術
工
芸

品
と
し
て
は
全
国
で
１０
件
目
の
登
録
で
、
紙

焼
き
写
真
で
は
全
国
初
の
登
録
と
な
り
ま
す
。

ア
ル
バ
ム
４
冊
、
写
真
５
２
８
点
か
ら
な

る
「
ボ
ー
ド
イ
ン
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」（
本
誌
２０

ペ
ー
ジ
参
照
）
は
、
２
０
０
７
年
秋
に
本
学

が
ボ
ー
ド
イ
ン
の
ご
子
孫
か
ら
譲
り
受
け
た

写
真
集
で
あ
り
、
ト
ー
マ
ス
・
グ
ラ
バ
ー
な
ど

の
外
国
人
や
坂
本
龍
馬
を
は
じ
め
と
す
る
志

士
た
ち
が
活
躍
し
た
幕
末
の
長
崎
の
写
真
を

多
く
含
み
、
今
回
の
答
申
で
は
長
崎
の
異
文

化
交
流
の
歴
史
が
高
く
評
価
さ
れ
た
と
言
え

ま
す
。

「
第
７
回
学
長
と
卒
業
予
定

者
と
の
懇
談
会
」を
実
施

３
月
１６
日
、
事
務
局
第
３
会
議
室
に
お
い
て
、

「
第
７
回
学
長
と
卒
業
予
定
者
と
の
懇
談
会
」
を

実
施
し
ま
し
た
。

懇
談
会
に
は
片
峰
学
長
を
は
じ
め
、
橋
本
理
事
、

調
理
事
、
田
井
村
副
学
長
、
都
合
に
よ
り
欠
席
し

た
水
産
学
部
代
表
を
除
く
各
学
部
か
ら
の
学
生
代

表
７
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

懇
談
会
で
は
、
片
峰
学
長
に
よ
る
進
行
の
も
と
、

授
業
評
価
や
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
な
ど
、
授
業
・

研
究
活
動
に
関
す
る
内
容
に
つ
い
て
熱
い
議
論
が

繰
り
広
げ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
学
生
代
表
か
ら

「
構
内
を
禁
煙
化
か
分
煙
化
の
ど
ち
ら
か
で
徹
底

し
て
欲
し
い
」「
就
職
支
援
を
強
化
し
て
欲
し

い
」「
生
協
以
外
の
店
舗
は
入
れ
ら
れ
な
い
の
か
」

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
望
や
質
問
が
出
さ
れ
、
片

峰
学
長
ら
は

丁
寧
に
説
明
、

回
答
し
、
長

崎
大
学
を
よ

り
良
い
も
の

に
す
る
こ
と

を
誓
い
ま
し

た
。終

始
笑
み

が
こ
ぼ
れ
る

和
や
か
な
雰

囲
気
の
中
、

懇
談
会
は
終

了
し
ま
し
た
。

国立科学博物館 企画展「熱帯感染症と『たたかう』長崎大学」を開催

平成２１年
３月・４月・５月

マラリア感染ゲームについて説明を受ける入場者

懇談会の様子

井石全学同窓会会長

片峰学長

寮歌を熱唱する経済学部同窓生

住血吸虫などの寄生虫コーナー

青木教授から記念品を渡される
１万人目の入場者

福地日本放送協会会長

齋藤前学長

ボードインコレクションのホームページ

授与された名誉博士記を披露する
下村名誉博士（左）と片峰学長

記念講演

緑色蛍光タンパク質（GFP）の披露

満席の講演会会場

講演を聴く留学生

顕彰記念館のテープカット
（右端は明美夫人）

顕彰記念館
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Ａ
・
Ｊ
・
ボ
ー
ド
イ
ン
領
事

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）

ア
ル
ベ
ル
ト
・
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
ボ
ー
ド

イ
ン
は
、養
生
所（
長
崎
大
学
医
学
部

の
前
身
、の
ち
に
精
得
館
と
改
称
）の

第
二
代
教
頭
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
・
ボ
ー
ド

イ
ン
の
弟
で
あ
る
。一
八
二
九
年
に
五

男
四
女
の
末
っ
子
と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
の

ド
ル
ト
レ
ヒ
ト
で
生
ま
れ
た
。次
兄
の

ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
よ
り
九
歳
年
下
で
あ
っ

た
。一

八
五
五
年
、二
歳
上
の
兄
ド
ミ
ニ

ク
ス
が
赴
任
し
て
い
た
オ
ラ
ン
ダ
領
東

イ
ン
ド
に
渡
り
、バ
タ
ヴ
ィ
ア（
ジ
ャ
カ

ル
タ
）に
あ
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
貿
易
会
社

（
Ｎ
Ｈ
Ｍ
）東
イ
ン
ド
支
社
に
勤
務
し

た
。麻
部
門
を
担
当
し
、フ
ィ
リ
ピ
ン

や
中
国
に
派
遣
さ
れ
た
の
ち
、日
本

で
の
勤
務
を
命
じ
ら
れ
、安
政
六
年

（
一
八
五
九
）三
〇
歳
の
と
き
長
崎
に

到
着
し
た
。

来
日
一
カ
月
前
に
起
き
た
出
島
の

火
災
の
た
め
住
む
場
所
に
も
困
っ
た
ア

ル
ベ
ル
ト
で
あ
っ
た
が
、次
第
に
長
崎

で
の
生
活
に
も
慣
れ
、商
売
も
軌
道
に

乗
る
よ
う
に
な
っ
て
いっ
た
。こ
う
し
た

日
本
で
の
日
々
の
生
活
を
は
じ
め
、再

来
日
し
た
シ
ー
ボ
ル
ト
や
養
生
所
の

初
代
教
頭
ポ
ン
ペ
な
ど
と
の
交
流
を
、

ア
ル
ベ
ル
ト
は
詳
細
に
オ
ラ
ン
ダ
に
住

む
姉
た
ち
に
書
き
送
っ
て
い
る（『
オ
ラ

ン
ダ
領
事
の
幕
末
維
新
』）。

ポ
ン
ペ
の
後
任
と
し
て
兄
ア
ン
ト
ニ

ウ
ス
に
来
日
を
勧
め
た
の
も
ア
ル
ベ
ル

ト
で
あ
っ
た
。ポ
ン
ペ
は
、任
期
を
終
え

る
に
あ
た
っ
て
、海
軍
軍
医
フ
ァ
ン
・マ
ン

ス
フ
ェ
ル
ト
を
後
任
に
推
薦
し
た
が
、

総
督
府
が
こ
れ
を
拒
否
し
た
た
め
、ア

ル
ベ
ル
ト
の
推
薦
に
よ
っ
て
兄
ア
ン
ト
ニ

ウ
ス
が
後
任
に
選
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

ア
ル
ベ
ル
ト
は
オ
ラ
ン
ダ
貿
易
会
社

の
駐
日
筆
頭
代
理
人
と
し
て
日
本
で

の
商
取
引
に
従
事
す
る
と
と
も
に
、文

久
三
年（
一
八
六
三
）に
は
オ
ラ
ン
ダ

の
駐
長
崎
領
事
に
任
命
さ
れ
、ス
イ
ス
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
、デ
ン
マ
ー
ク
な
ど
の
長

崎
駐
在
領
事
に
も
任
命
さ
れ
て
い
る
。

慶
応
三
年（
一
八
六
七
）、任
期
を

終
え
た
兄
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
は
オ
ラ
ン
ダ

に
帰
国
し
、ア
ル
ベ
ル
ト
も
、慶
応
三

年
十
二
月（
一
八
六
八
年
一
月
）に
兵

庫（
神
戸
）が
開
港
さ
れ
る
と
、長
崎

を
去
っ
て
新
た
に
設
置
さ
れ
た
兵
庫
の

商
館
に
移
っ
た
。し
か
し
、戊
辰
戦
争

が
勃
発
し
て
政
権
が
交
代
し
、オ
ラ

ン
ダ
貿
易
会
社
も
そ
の
影
響
を
受
け

て
事
業
が
停
滞
し
た
。

明
治
三
年（
一
八
七
〇
）、ア
ル
ベ
ル

ト
は
休
暇
で
オ
ラ
ン
ダ
に
帰
国
し
た

が
、こ
の
と
き
オ
ラ
ン
ダ
貿
易
会
社
は

日
本
で
の
営
業
体
制
を
見
直
し
、翌

年
再
来
日
し
た
ア
ル
ベ
ル
ト
は
、横
浜

の
商
館
に
総
商
館
長
と
し
て
勤
務
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。ア
ル
ベ
ル
ト
の
日
本

で
の
活
動
の
舞
台
は
、長
崎
か
ら
神
戸
、

神
戸
か
ら
横
浜
へ
と
、日
本
と
外
国
と

の
交
流
が
本
格
化
す
る
に
し
た
が
っ
て

長
崎
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
いっ
た
。

明
治
七
年（
一
八
七
四
）、ア
ル
ベ
ル

ト
は
十
五
年
に
わ
た
る
日
本
滞
在
を

終
え
て
オ
ラ
ン
ダ
に
帰
国
し
、先
に
帰

国
し
て
い
た
兄
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
と
一
緒

に
ハ
ー
グ
で
暮
ら
し
た
。ハ
ー
グ
で
は

日
本
公
使
館
の
書
記
官
と
し
て
勤
務

し
、一
八
九
〇
年
ハ
ー
グ
で
没
し
た
。

六
一
歳
で
あ
っ
た
。
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出
島
の
商
館
長
の
邸
宅
に
住
ん
で
い
た
ボ
ー
ド
イ
ン
領
事
。そ
の
庭
先
で
撮
影
さ
れ
た
も
の
。
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元長崎大学名誉教授の中島三雄氏（１９１９－２００７）は、

１９４４年（昭和１９）長崎師範学校（長崎大学の前身）に着任

以来、長崎大学教育学部教授、同大教育学部附属養護学

校長（併任）を、１９８４年（昭和５９）に停年退職するまで、美術

科教育に力を注ぎました。退職の際、多くの作品を同大に寄

贈。表紙の作品はその中のひとつで、医学部保健学科の学

科長室に飾られています。

表 紙
について

タイトル不詳

中島 三雄






