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　広報誌「CHOHO」の名前は、長崎大学

工学部社会開発工学科３年伊藤英孝君

のアイデアで、「長崎大学広報」の最初と

最後の文字をとった「長報」を、広報委員

会広報誌企画・編集専門委員会でローマ

字表記としたものです。�

【長報：CHOHO】について�

　木の枝に糸を結び、編むことで空間上に

平面や曲面をつくりだした作品です。「編む

ことが制作のすべて」という作者は、「編み

のひとつひとつは単純な線ですが、編み進

めていくと糸のつながりが複雑に絡み合う

ようになります」。それはまるで人と人とのつ

ながりを暗示しているかのよう。�

　CHOHOは、この木の枝や糸のように、

長崎大学に対する地域の皆様一人ひとり

の思いを結び、つなげる役割を果たしたいと

考えています。それがいつか美しい編み目

模様を紡ぎ出すことを願ってやみません。�

【表紙】について�

長崎大学大学院教育学研究科（絵画領域）�

「糸遊（いとゆう）」守屋　聡�



　今年3月の「プレ広報誌」（予告編）を

経て、いよいよ創刊。これからが本番です。

「CHOHO」は「地域に開かれた長崎大

学の魅力をより多くの皆様にご理解いた

だき、地域との交流をいろいろな形で展開

していくこと」を目的に作っています。今後、

地域の皆様と大学とをつなぐ架け橋として

「CHOHO」が果たす役割はきわめて大きく、

意義深いものになると信じています。�

　今回は創刊号にふさわしく、新学長に

就任された齋藤寛先生へのインタビューを

特別掲載。また長崎大学が世界に誇る『幕

末・明治期 日本古写真コレクション』、『健

康生活』も併せてお楽しみ下さい。�

地域の皆様と大学をつなぐ�
架け橋として。�
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特�別�イ�ン�タ�ビ�ュ�ー�

齋藤新学長が語る�齋藤新学長が語る�
長崎大学の近未来�

二
〇
〇
二
年
秋�

長
崎
大
学
の
新
学
長
に
就
任
し
た
齋
藤
寛
氏
。�

地
域
へ
そ
し
て
世
界
へ
向
け
て�

さ
ら
に
開
か
れ
た
大
学
を
め
ざ
し
て�

今
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。�

現
在
、
転
換
期
に
あ
る
日
本
の
大
学
は�

大
学
改
革
の
問
題
、
少
子
化
に
よ
る
学
生
の
減
少
な
ど�

難
問
は
つ
き
な
い
。�

そ
ん
な
中
、
周
囲
の
大
き
な
期
待
に
応
え
、�

齋
藤
新
学
長
が
語
る
さ
ま
ざ
ま
な
ビ
ジ
ョ
ン
と
抱
負
。�

長
崎
大
学
は
確
実
に
の
び
や
か
な
未
来
へ
向
け
て
動
き
だ
し
て
い
る
。�

�

橋
口
　
新
し
く
就
任
さ
れ
た
齋
藤
学
長
は
一
体
ど

ん
な
方
だ
ろ
う
？
と
皆
さ
ん
と
て
も
興
味
を
持
っ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。ご
自
身
で
は
ど
ん
な
タ
イ
プ
の

人
だ
と
思
わ
れ
ま
す
か
？�

齋
藤
　
難
問
で
す
ね（
笑
）。あ
な
た
は
自
分
自
身

を
ど
ん
な
タ
イ
プ
だ
と
？�

橋
口
　
私
は
常
に
い
ろ
ん
な
人
に
会
っ
た
り
、い
ろ
ん

な
事
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
い
と
思
っ
て
る
、好
奇
心
旺

盛
な
人
間
で
す
。�

齋
藤
　
そ
う
で
す
か
。私
の
場
合
は
た
と
え
ば
次
の

日
に
何
か
イ
ベ
ン
ト
が
あ
る
時
は
、非
常
に
気
に
な
っ

て
前
の
日
は
眠
れ
な
い
タ
イ
プ
で
す（
笑
）。周
囲
の

人
は
そ
ん
な
ふ
う
に
は
思
っ
て
い
な
い
よ
う
で
す
が
。

も
う
ひ
と
つ
は
自
分
の
言
っ
た
こ
と
を
相
手
の
方
が

ど
う
受
け
止
め
て
い
る
か
っ
て
こ
と
が
非
常
に
気
に

な
る
。そ
の
二
つ
が
僕
と
い
う
人
間
の
一
番
の
特
徴

だ
と
思
い
ま
す
ね
。�

橋
口
　
こ
れ
ま
で
も
い
ろ
い
ろ
な
場
で
お
話
を
す
る

機
会
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、緊
張
さ
れ
る
な
ん

て
、意
外
で
す
ね
。�

齋
藤
　
そ
う
で
す
か
。で
も
そ
れ
を
自
分
な
り
に

克
服
す
る
方
法
が
あ
る
ん
で
す
。一
つ
は
何
か
あ
る

前
は
で
き
る
限
り
準
備
を
す
る
こ
と
。二
つ
目
は
な

る
だ
け
自
分
の
話
す
こ
と
を
信
頼
で
き
、か
つ
意
見

の
異
な
る
人
に
聞
い
て
も
ら
い
意
見
を
求
め
る
よ
う

に
し
て
い
ま
す
。�
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齋
藤
新
学
長
っ
て
ど
ん
な
人
？�



橋
口
　
う
ー
ん
、な
る
ほ
ど
。�

齋
藤
　
前
も
っ
て
準
備
す
る
と
い
う
点
で
、医
学
部

長
だ
っ
た
頃
に
比
べ
る
と
、今
は
副
学
長
が
二
人
と
、

学
長
補
佐
の
方
も
い
ま
す
。そ
う
い
っ
た
方
々
の
率

直
な
意
見
を
聞
い
て
準
備
が
で
き
ま
す
。自
分
ひ
と

り
で
や
っ
て
い
た
時
に
比
べ
る
と
、い
ろ
ん
な
立
場
を

踏
ま
え
ら
れ
、幅
が
広
く
な
っ
て
い
い
で
す
ね
。だ
か

ら
と
い
っ
て
変
に
妥
協
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

よ
。ま
あ
、学
部
長
の
時
よ
り
は
今
の
方
が
楽
し
く

で
き
る
か
も
と
。そ
う
い
う
意
味
で
は
私
は
楽
観
的

で
す
。そ
れ
も
私
の
特
徴
の
ひ
と
つ
で
す
ね（
笑
）。�

橋
口
　
ナ
ー
バ
ス
な
面
も
あ
る
け
れ
ど
も
、実
は
、

結
構
・・・・・
。�

齋
藤
　
え
え
、よ
く「
明
る
い
人
」っ
て
い
わ
れ
て
ま

す（
笑
）。�

橋
口
　
そ
れ
は
す
ご
く
大
事
な
こ
と
で
す
よ
ね
。�

　
と
こ
ろ
で
齋
藤
先
生
の
お
名
前
で
す
が
、下
の
お

名
前
は「
寛
」（
ヒ
ロ
シ
）さ
ん
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、「
寛
」

と
い
う
文
字
よ
り
は
一
画
多
い
。珍
し
い
で
す
ね
。�

齋
藤
　
は
い
。私
の「
ヒ
ロ
シ
」は「
、」（
テ
ン
）が
あ
る

ん
で
す
。�

橋
口
　
何
か「
、」を
つ
け
る
意
味
が
あ
っ
た
ん
で
し

ょ
う
か
？�

齋
藤
　
父
親
が
付
け
た
と
思
い
ま
す
が
、わ
か
り
ま

せ
ん
ね
。私
は「
、」が
な
く
っ
ち
ゃ「
画
竜
点
睛
を
欠

く
」と
思
っ
て
ま
す
け
ど
。（
笑
）�

���

橋
口
　
多
忙
な
日
々
の
合
間
に
な
さ
っ
て
い
る
、ご

趣
味
は
何
で
し
ょ
う
か
？�

齋
藤
　
趣
味
を
言
う
の
は
恥
ず
か
し
い
も
の
で
す

ね
。専
門
と
関
係
の
な
い
蔵
書
の
数
は
か
な
り
あ
る

ほ
う
だ
と
思
い
ま
す
。�

橋
口
　
読
書
が
お
好
き
な
ん
で
す
ね
。�

齋
藤
　
よ
く
い
え
ば
ジ
ャ
ン
ル
が
幅
広
い
。悪
く
い
え

ば
何
が
好
き
か
わ
か
ら
な
い
。そ
の
中
で
揃
っ
て
い
る

も
の
と
い
え
ば
、全
集
も
の
を
別
に
す
る
と
、「
寅
さ

ん
」の
映
画
に
関
す
る
著
作
で
す
ね
。あ
と
藤
沢
周

平
と
野
呂
邦
暢
も
コ
ツ
コ
ツ
買
っ
て
い
ま
す
。�

橋
口
　「
寅
さ
ん
」の
フ
ァ
ン
な
ん
で
す
か
？�

齋
藤
　
え
え
、「
寅
さ
ん
」と「
マ
リ
リ
ン
モ
ン
ロ
ー
」

が
好
き
な
ん
で
す
。�

橋
口
　
そ
う
な
ん
で
す
か（
笑
）。�

齋
藤
　
私
の
部
屋
に
は
マ
リ
リ
ン
モ
ン
ロ
ー
の
大
き
い

写
真
が
た
く
さ
ん
貼
っ
て
あ
り
ま
す
。こ
の
他
の
趣

味
と
し
て
は
、モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
を
聴
く
の
が
好
き
で
す

ね
。�

橋
口
　
ク
ラ
シ
ッ
ク
が
お
好
き
な
ん
で
す
か
？�

齋
藤
　
ク
ラ
シ
ッ
ク
っ
て
い
う
か
、モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
だ
け

で
す
。そ
れ
が
二
十
年
も
聴
い
て
ま
す
が
、曲
の
タ
イ

ト
ル
が
わ
か
ら
な
い
。そ
う
い
う
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
フ
ァ
ン

は
珍
し
い
そ
う
で
す（
笑
）。�

橋
口
　
曲
の
タ
イ
ト
ル
に
は
あ
ま
り
こ
だ
わ
ら
ず
、

耳
と
心
で
楽
し
ん
で
い
る
ん
で
す
ね
。�

��

橋
口
　
長
野
県
の
ご
出
身
だ
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

長
崎
に
来
て
ど
れ
く
ら
い
に
？�

齋
藤
　
昭
和
五
十
八
年
十
二
月
一
日
か
ら
で
す
か

ら
、ち
ょ
う
ど
十
九
年
に
な
り
ま
す
。�

橋
口
　
長
年
暮
ら
し
て
み
て
長
崎
の
魅
力
は
何
だ

と
思
わ
れ
ま
す
か
？�

齋
藤
　
私
に
と
っ
て
一
番
の
魅
力
と
い
え
ば
、魚
が

C
H
O
H
O

　
●
　

02
�

「
寅
さ
ん
」
フ
ァ
ン
で�

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
好
き�

十
九
年
前
の
大
雪
の
日 

長
崎
へ�

齋
藤 

寛�

長
崎
大
学
新
学
長�

H
ir
o
sh
i S
ai
to

1937年長野県生まれ。�

東北大学医学部卒業。同

大学大学院医学研究科博

士課程修了。カドミウムによ

る環境汚染と健康との関連

について、対馬・厳原町など

で30年間にわたり調査・研

究し、その影響を明らかにし

た。1998年長崎大学医学

部長に就任。2002年10月、

長崎大学長に就任。�

主な著書は「慢性カドミウム

中毒」（長崎大学医学部）、

「炭坑閉山の島から学んだ

こと～長崎県高島における

学際的研究の試み」（高島

町地域保健研究会）他。�

趣味は読書、音楽鑑賞。�



旨
い
こ
と
で
す
ね
。な
に
せ
生
ま
れ
が
長
野
県
で
す

か
ら
。ち
な
み
に
私
が
長
崎
に
来
る
こ
と
に
な
っ
た
の

は
、筑
波
の
国
立
公
害
研
究
所
に
い
た
時
、長
崎
大

学
医
学
部
の
教
授
の
公
募
が
あ
り
、そ
れ
に
応
募
し

て
選
ば
れ
た
の
が
き
っ
か
け
で
す
。大
雪
が
降
っ
た
日

に
三
歳
に
な
る
長
男
と
家
内
と
三
人
で
初
め
て
長

崎
の
地
を
踏
み
ま
し
た
。当
時
、知
り
合
い
は
誰
一

人
い
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。そ
れ
か
ら
十
九
年
間
、大

勢
の
方
と
お
つ
き
あ
い
を
し
、仕
事
を
や
っ
て
来
た

わ
け
で
す
。今
で
は
、私
を
活
か
し
て
く
れ
た
長
崎

を
愛
し
て
る
、と
い
う
こ
と
で
す
ね
。�

���

橋
口
　
と
こ
ろ
で
先
生
が
学
生
だ
っ
た
頃
と
今
の
学

生
と
は
、ど
う
い
っ
た
点
が
違
う
と
思
わ
れ
ま
す
か
？�

齋
藤
　
私
は
あ
ん
ま
り
違
わ
な
い
と
思
い
ま
す
。四

十
年
前
の
学
生
当
時
、や
は
り
勉
強
は
あ
ん
ま
り

好
き
で
は
な
か
っ
た
。お
金
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

が
、や
は
り
遊
ん
で
ま
し
た
ね
。�

　
た
だ
現
在
は
就
職
の
問
題
で
も
フ
リ
ー
タ
ー
で
も

食
べ
ら
れ
る
と
か
、勉
強
以
外
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
を

選
択
し
て
も
、い
ろ
ん
な
意
味
で
評
価
さ
れ
る
時
代

で
し
ょ
う
。私
た
ち
の
頃
は
、と
に
か
く
何
と
か
大
学

を
卒
業
し
、就
職
し
て
、そ
こ
で
食
べ
て
い
か
な
け
れ

ば
と
い
う
時
代
で
し
た
か
ら
。そ
う
い
う
意
味
で
は

今
の
人
は
羨
ま
し
い
で
す
よ
ね
。�

橋
口
　
昔
に
比
べ
る
と
、学
生
も
選
択
の
幅
が
か
な

り
広
が
っ
た
わ
け
で
す
ね
。�

齋
藤
　
え
え
。た
だ
そ
の
選
択
の
幅
の
中
に「
勉
強

す
る
」と
い
う
の
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
ら
れ
て
る
の

は
我
々
に
責
任
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。�

　
学
生
が
勉
強
す
る
に
は
、や
は
り
先
生
が
努
力
し
、

そ
う
い
う
ふ
う
に
仕
向
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。私

も
学
部
学
生
の
頃
は
勉
強
し
な
く
て
、医
学
部
の

大
学
院
に
入
っ
て
か
ら
初
め
て
周
囲
に
い
た
教
授
ら

と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
勉
強
に
目
覚
め
ま
し
た
。そ

う
い
う
経
験
か
ら
し
て
も
指
導
者
の
熱
意
は
重
要

だ
と
思
い
ま
す
。�

��

���

橋
口
　
今
、大
学
改
革
が
叫
ば
れ
て
い
ま
す
が
、長

崎
大
学
で
は
こ
の
二
十
一
世
紀
に
何
を
指
針
に
進

ん
で
行
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
か
？�

齋
藤
　
や
は
り
優
秀
な
人
材
を
世
の
中
に
送
り
出

す
っ
て
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。そ
れ
で
我
々
が
長
崎

大
学
の
学
生
に
望
む
こ
と
は
、ま
ず
一
つ
目
に「
学

問
を
尊
重
す
る
」、つ
ま
り
学
問
は
大
事
な
も
の
だ

と
い
う
こ
と
を
わ
か
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
必
要
だ
と

思
っ
て
ま
す
。そ
れ
が
わ
か
る
人
と
い
う
の
は
、自
分

は
何
も
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
わ
か
っ
て
い
る
人

な
ん
で
す
。そ
う
い
う
人
間
は
、ど
こ
に
行
っ
て
も
使

っ
て
も
ら
え
ま
す
。逆
に
自
分
は
何
で
も
知
っ
て
る

ぞ
と
い
う
人
は
、い
ち
ば
ん
使
い
に
く
い
で
し
ょ
う
。�

橋
口
　
自
分
は
何
も
知
ら
な
い
と
な
る
と
、い
ろ
い

ろ
勉
強
し
よ
う
と
思
い
ま
す
も
の
ね
。�

齋
藤
　
は
い
。そ
う
な
る
と
人
間
謙
虚
に
な
り
ま

す
か
ら
。そ
し
て
二
つ
目
は「
約
束
を
守
る
」で
す
が
、

学
問
を
尊
重
す
る
人
は
自
然
に
時
間
や
約
束
も
守

る
よ
う
に
な
る
も
の
。そ
う
い
う
人
は
周
囲
に
信
頼

さ
れ
ま
す
。そ
し
て
三
つ
目
は「
平
和
を
愛
す
る
」、

や
は
り
長
崎
大
学
を
卒
業
し
た
人
は
世
界
中
の
誰

よ
り
も
平
和
の
尊
さ
を
知
っ
て
い
る
人
で
あ
っ
て
ほ

し
い
。以
上
の
三
つ
で
、基
本
的
な
学
力
と
人
間
性

を
身
に
つ
け
て
、世
界
へ
出
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。�

　
そ
の
中
に
は
学
問
を
志
す
人
も
い
て
ほ
し
い
。そ

し
て
長
崎
大
学
や
世
界
中
の
大
学
、研
究
所
な
ど

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
分
野
で
活
躍
し
て
も
ら
い
た
い
で
す
。

長
崎
大
学
も
ま
た
将
来
的
に
は
研
究
と
い
う
点
で

世
界
的
な
拠
点
を
つ
く
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
し
ね
。�
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学
生
が
勉
強
す
る
に
は�

指
導
者
の
熱
意
が
必
要�

学
問
を
尊
重
す
る�

約
束
を
守
る�

平
和
を
愛
す
る�

インタビュアー：�

橋口 奈緒（はしぐち なお）�

1972年、長崎市生まれ。

横浜国立大学を卒業後、

NBC長崎放送へ入社。

アナウンサーとして活躍

中。現在、深夜のニュー

ス番組「MidnightNBC」

（木24：55～）、（金25：

30～）を担当。�
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橋
口
　
今
ま
で
の
お
話
を
聞
い
て
い
ま
す
と
、大
学

は
机
上
の
勉
強
以
外
に
も
学
ぶ
べ
き
も
の
が
た
く

さ
ん
あ
る
よ
う
で
す
ね
。�

齋
藤
　
そ
う
で
す
ね
。我
々
教
え
る
側
に
し
て
も
講

義
の
た
び
に
自
分
が
初
め
て
学
生
に
学
ぶ
、と
い
う

態
度
が
望
ま
し
い
。そ
し
て
学
生
諸
君
も
一
生
懸

命
勉
強
に
打
ち
込
み
、批
判
す
る
べ
き
と
こ
ろ
が
あ

れ
ば
率
直
に
伝
え
る
。そ
う
し
て
お
互
い
が
い
ろ
い

ろ
情
報
交
換
を
し
な
が
ら
、よ
り
よ
い
教
育
を
め
ざ

し
て
い
き
た
い
。そ
し
て
近
い
将
来
、「
長
崎
大
学
は

一
生
懸
命
教
育
を
し
て
い
る
」と
い
う
社
会
的
な

評
価
を
得
た
い
で
す
ね
。毎
年
千
七
百
人
の
方
が

卒
業
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、そ
の
人
た
ち
が
自
分
は

い
い
大
学
に
い
た
と
思
っ
て
い
れ
ば
、こ
ち
ら
が
黙
っ
て

い
て
も
宣
伝
し
て
く
れ
ま
す
。�

橋
口
　
今
後
は
少
子
化
で
学
生
の
数
も
全
国
的
に

減
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
し
、そ
う
い
っ
た
意
味
で
長
崎

大
学
の
魅
力
を
も
っ
と
ア
ピ
ー
ル
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
ね
。�

齋
藤
　
そ
ん
な
時
こ
そ
、「
長
崎
大
学
は
い
い
教
育

を
し
て
い
る
」、「
教
官
は
皆
、一
生
懸
命
だ
」と
い

う
よ
う
な
評
価
が
社
会
に
広
が
っ
て
い
れ
ば
、き
っ
と

い
い
結
果
に
つ
な
が
る
と
思
う
の
で
す
。�

　
実
は
、一
九
八
〇
年
代
に
全
国
の
四
十
七
都
道

府
県
の
中
で
、二
〇
一
〇
年
ま
で
に
常
に
人
口
が
減

少
す
る
だ
ろ
う
と
予
測
さ
れ
た
県
が
二
つ
あ
り
ま

す
。長
崎
県
と
秋
田
県
で
す
。実
際
こ
の
二
十
年
間
、

予
測
通
り
に
毎
年
一
％
ず
つ
減
っ
て
き
て
い
ま
す
。

長
崎
県
の
場
合
、亡
く
な
っ
て
い
く
人
の
数
で
減
少

す
る
よ
り
は
、生
ま
れ
る
赤
ち
ゃ
ん
が
少
な
い
の
と
、

高
校
卒
業
後
の
十
八
歳
以
降
の
人
が
都
会
へ
出
る

と
い
う
こ
と
が
一
番
の
原
因
で
す
。現
在
、長
崎
大

学
に
入
学
す
る
七
割
以
上
が
長
崎
県
内
の
方
で
す

か
ら
、そ
の
構
造
か
ら
見
る
と
長
崎
大
学
の
入
学
志

願
率
と
い
う
の
は
減
る
一
方
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。�

　
そ
の
地
域
の
現
状
に
対
し
て
、長
崎
大
学
が
ど
の

よ
う
に
貢
献
で
き
る
か
と
い
う
と
、や
は
り
学
問
と

研
究
と
教
育
な
ん
で
す
。そ
れ
を
通
し
て
情
報
を

発
信
し
、人
を
集
め
る
の
で
す
。こ
れ
は
県
や
県
内

の
産
業
、そ
し
て
観
光
の
分
野
で
は
で
き
な
い
こ
と

で
す
。�

　�

��

橋
口
　
国
立
大
学
と
い
う
の
は
、市
民
あ
っ
て
の
大

学
と
い
う
面
も
非
常
に
大
き
い
と
思
い
ま
す
。市
民

と
の
交
流
と
い
う
点
で
は
ど
う
い
っ
た
ビ
ジ
ョ
ン
を
お

持
ち
で
し
ょ
う
か
？�

齋
藤
　
来
年
度
以
降
四
〜
五
年
の
間
に
、水
産
学

部
や
工
学
部
の
校
舎
が
改
築
・
改
修
で
一
新
す
る

予
定
で
す
。そ
こ
に
は
大
き
な
教
室
ば
か
り
で
は
な

く
て
、ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム
や
セ
ミ
ナ
ー
室
な
ど
も

で
き
る
で
し
ょ
う
。そ
う
い
っ
た
ス
ペ
ー
ス
を
市
民
の

生
涯
教
育
に
大
い
に
利
用
し
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。

そ
し
て
学
生
た
ち
に
よ
る
音
楽
会
や
芝
居
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
催
し
や
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
も
っ
と
市
民
に

ア
ピ
ー
ル
し
、一
緒
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
も

思
っ
て
い
ま
す
。�

　
長
崎
大
学
の
学
生
は
、大
学
で
た
だ
勉
強
し
て
い

る
だ
け
で
は
な
く
て
、街
の
賑
わ
い
や
経
済
面
な
ど

で
も
長
崎
に
活
力
を
与
え
て
い
ま
す
。他
に
も
家

庭
教
師
、コ
ン
ビ
ニ
や
ス
ー
パ
ー
の
深
夜
の
ア
ル
バ
イ
ト

な
ど
、市
民
生
活
の
中
の
目
立
た
な
い
と
こ
ろ
で
は

あ
り
ま
す
が
、学
生
た
ち
の
貢
献
度
と
い
う
の
は
高

く
、市
民
と
の
つ
な
が
り
も
た
い
へ
ん
大
き
い
。そ
う

い
う
点
も
理
解
し
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。�

橋
口
　
こ
れ
か
ら
も
っ
と
市
民
に
開
か
れ
た
大
学

を
打
ち
出
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。�

齋
藤
　
え
え
。市
民
の
多
く
は
大
学
に
は
入
り
づ
ら

い
と
思
っ
て
い
る
。と
て
も
残
念
な
こ
と
で
す
。実
は

私
、医
学
部
の
学
部
長
の
時
、「
ご
用
の
な
い
方
は
ご

遠
慮
下
さ
い
」と
い
う
よ
う
な
立
て
看
板
を
徐
々
に

外
し
て
い
き
ま
し
た
。こ
れ
か
ら
も
皆
さ
ん
と
相
談

の
上
、警
備
や
物
品
の
管
理
に
支
障
の
な
い
範
囲
で

開
放
で
き
る
と
こ
ろ
は
そ
う
し
て
い
き
た
い
。市
民

と
の
本
当
の
交
流
は
そ
こ
か
ら
は
じ
ま
る
と
思
っ
て

い
ま
す
。�

���

橋
口
　
外
に
開
か
れ
た
と
い
う
意
味
で
は
、留
学
生

に
つ
い
て
も
い
え
る
か
と
思
い
ま
す
。長
崎
大
学
に
は

留
学
生
が
非
常
に
多
い
そ
う
で
す
が
、長
崎
と
い
う

土
地
柄
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。ま
た
今
後
の
国
際

交
流
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
？�
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「
一
生
懸
命
、教
育
を�

し
て
い
る
大
学
」
を
め
ざ
す�

市
民
と
の
交
流
を
深
め
る�

新
し
い
ビ
ジ
ョ
ン�

留
学
生
を
獲
得
す
る
た
め
の�

方
法
を
考
え
る�



齋
藤
　
今
、長
崎
大
学
に
は
二
百
名
余
り
の
留
学

生
が
い
ま
す
が
、長
崎
は
古
く
か
ら
近
隣
の
国
と
の

関
係
が
深
く
、台
湾
や
中
国
、韓
国
の
卒
業
生
が
た

く
さ
ん
い
ま
す
。た
だ
、留
学
生
全
体
の
数
は
こ
こ

四
〜
五
年
、横
ば
い
で
す
。こ
れ
か
ら
本
腰
を
い
れ

て
対
応
し
て
行
く
つ
も
り
で
す
が
、こ
れ
は
た
だ
増

や
そ
う
、増
や
そ
う
と
い
っ
た
っ
て
ダ
メ
な
ん
で
す
。�

　
実
は
毎
年
二
百
名
の
海
外
の
高
校
生
を
日
本
政

府
が
全
世
界
か
ら
呼
び
集
め
、一
年
間
の
日
本
語
教

育
を
し
て
、国
内
の
大
学
を
自
由
に
選
ば
せ
て
い
る

シ
ス
テ
ム
が
あ
る
ん
で
す
。そ
の
多
く
は
東
京
や
大

阪
の
大
学
を
選
ん
で
い
る
の
が
現
状
で
す
。ま
あ
、い

ろ
い
ろ
事
情
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、今
後
、そ
う
い
っ

た
留
学
生
を
獲
得
す
る
た
め
の
方
法
や
戦
略
を
考

え
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。�

���

齋
藤
　
実
は
こ
の
三
月
、一
緒
に
暮
ら
し
て
い
た
私

の
母
親
が
八
十
九
歳
で
他
界
し
た
の
で
す
が
、生
前
、

大
学
病
院
に
近
い
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
て
、近
所
を

朝
晩
、散
歩
し
て
た
ん
で
す
。石
畳
の
道
を
シ
ョッ
ピ

ン
グ
カ
ー
を
押
し
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
歩
い
て
い
る
と
、

通
り
す
が
り
の
留
学
生
ら
が
皆
、声
を
か
け
て
く
れ

て
い
た
そ
う
で
す
。彼
ら
は
ご
く
自
然
に
老
人
を
い

た
わ
る
気
持
ち
で
そ
う
し
て
い
た
。母
は
そ
れ
が
楽

し
み
で
散
歩
に
出
て
た
ん
で
す
。そ
し
て
い
つ
の
間
に

か
、他
の
医
学
部
の
学
生
も
声
を
か
け
て
く
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
ん
で
す
ね
。あ
る
日
、母
が「
長
崎
大
学

の
学
生
さ
ん
は
卒
業
す
る
と
い
い
お
医
者
に
な
る
」

っ
て
い
う
ん
で
す
。「
な
ぜ
？
」っ
て
聞
く
と
、「
や
さ
し

い
か
ら
」っ
て
。�

　
た
ま
た
ま
母
の
話
を
し
ま
し
た
が
、そ
う
い
う
さ

さ
や
か
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
実
は
大
切
な
ん
で
す
。そ

れ
が
い
い
評
判
と
し
て
世
間
で
つ
な
が
っ
て
い
き
、あ

の
先
生
は
長
崎
大
学
医
学
部
の
人
だ
か
ら
き
っ
と
い

い
っ
て
こ
と
で
、大
学
病
院
へ
来
る
患
者
さ
ん
も
い
る

で
し
ょ
う
。だ
か
ら
、留
学
生
っ
て
大
事
な
ん
で
す
。�

���

橋
口
　
留
学
生
は
勉
強
の
面
以
外
で
も
、慣
れ
な
い

土
地
で
暮
ら
す
わ
け
で
す
か
ら
、い
ろ
い
ろ
と
難
し

い
部
分
を
抱
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
？�

齋
藤
　
大
分
県
な
ど
で
は
、ず
っ
と
前
か
ら
県
営
、

市
営
住
宅
を
留
学
生
に
開
放
す
る
な
ど
い
ろ
い
ろ

や
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。長
崎
市
も
そ
う
い
っ
た
こ
と

を
や
っ
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
ね
。こ
う
い
う
事
を
我
々

が
今
ま
で
何
も
言
わ
な
か
っ
た
こ
と
も
良
く
な
か
っ

た
で
す
ね
。�

　
留
学
生
が
来
る
こ
と
は
、長
崎
大
学
の
質
の
向
上

に
つ
な
が
る
と
同
時
に
、市
民
の
方
に
も
交
流
を
通

じ
て
い
い
影
響
を
与
え
る
と
思
い
ま
す
。た
と
え
ば

日
本
人
が
不
得
手
と
す
る
人
付
き
合
い
の
方
法
も

彼
ら
は
す
ご
く
い
い
も
の
を
持
っ
て
い
る
。そ
れ
を

皆
さ
ん
に
勉
強
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
る
ん
で

す
。�

橋
口
　
留
学
生
に
は
生
活
面
の
支
援
が
必
要
な
ん

で
す
ね
。�

齋
藤
　
え
え
、彼
ら
が
こ
こ
に
来
た
時
、落
ち
着
い
て

勉
強
で
き
る
生
活
基
盤
を
あ
る
程
度
ま
で
確
保
す

る
こ
と
は
大
事
で
す
。ま
た
長
崎
と
い
う
街
は
留
学

生
諸
君
が
ア
ル
バ
イ
ト
す
る
に
は
仕
事
が
見
つ
け
に

く
い
な
ど
、難
し
い
点
が
あ
り
ま
す
。そ
こ
も
市
の

協
力
が
必
要
に
な
っ
て
来
ま
す
。�

　
話
は
飛
び
ま
す
が
、市
民
の
方
々
が
、留
学
生
に

い
ろ
ん
な
形
で
長
崎
ら
し
い
や
さ
し
さ
や
律
儀
さ
と

い
っ
た
気
持
ち
の
広
い
と
こ
ろ
を
見
せ
て
く
だ
さ
る

と
、留
学
生
が
国
に
帰
っ
た
時
、「
長
崎
は
素
晴
ら
し

い
」と
な
る
。す
る
と
後
輩
も
、「
じ
ゃ
あ
長
崎
に
」、

と
い
う
ふ
う
に
な
る
わ
け
で
す
。で
す
か
ら
大
学
の

中
だ
け
で
、留
学
生
が
減
っ
て
来
た
か
ら
増
や
せ
と

い
っ
て
も
ダ
メ
な
ん
で
す
。や
は
り
多
面
的
に
や
っ
て

い
か
な
い
と
。�

　
ま
た
長
崎
が
留
学
生
を
歓
迎
し
て
い
る
と
い
う

雰
囲
気
も
も
っ
と
つ
く
る
べ
き
。そ
の
点
で
も
、我
々

は
地
域
の
人
々
に
き
ち
ん
と
説
明
し
て
い
な
か
っ
た

と
反
省
し
て
い
ま
す
。�

橋
口
　
な
る
ほ
ど
。今
後
、長
崎
大
学
が
ま
す
ま
す

発
展
し
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。�

　
今
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。�

齋
藤
　
こ
れ
ま
で
以
上
に
プ
レ
ス
、メ
デ
ィ
ア
の
方
に

は
長
崎
大
学
の
良
い
面
も
悪
い
面
も
、報
道
し
て
い

た
だ
き
た
い
。ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。�

橋
口
　
こ
ち
ら
こ
そ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。�
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留
学
生
が�

街
を
や
さ
し
く
す
る�

留
学
生
の
支
援
に
は�

行
政
の
協
力
が
必
要�

◎
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
会
場�

長
崎
大
学
医
学
部
ポ
ン
ペ
会
館�
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http://oldphoto.lb.nagasaki-u.ac.jp/univj/
◎ 幕末・明治期 日本古写真コレクション�
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大浦天主堂�【OURA CATHOLIC CHURCH】�

1

世界に誇る、�
珠玉のコレクション�
　写真技術は日本が開国

する前後に長崎で確立し、

日本全国に伝わりました。

当時、日本の写真術の開

祖と称される上野彦馬らが

活躍。膨大な数の長崎の

写真が残されており、長崎

は写真史においても重要な

場所といえます。�

　長崎大学が所蔵する「幕

末・明治期 日本古写真コ

レクション」の内容は、主に

外国人居留地である長崎・

横浜を中心に、東京、京都、

大阪、神戸やその他の観

光地の風景・風俗・人物な

どを撮影したものです。その

多くは当時の職業絵師に

より彩色されています。総

点数は約6,000点（2002

年3月末日現在）。近代日

本の生い立ちを研究する貴

重な資料として、我が国有

数のコレクションになってい

ます。�

　このコーナーでは長崎大

学が所蔵するコレクションを

基にそれにまつわるエピソ

ード等を交えながら紹介し

ていきます。�

■写真Ａ�
所蔵：（株）江崎鼈甲店・江崎浩二氏�
［サイズ縦14.7cm×横10.0cm　セピア色］�

　竣工直後のものと思われる。中心に高く
３本の尖塔がそびえ、金色の十字架が輝い
ている。「天主堂」と書かれた下方にバラ
窓があり、その右側の壁面に長いはしごが
かけられている。壁面の作業の仕上げであ
ろうか。�

創建当初の大浦天主堂�

　
グ
ラ
バ
ー
園
へ
の
坂
道
を
登
り
な
が
ら
見
上
げ
る
と
、真
正
面
に
白
く

そ
び
え
建
つ
大
浦
天
主
堂
。
長
崎
の
誇
る
ロ
ー
マ・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
あ

る
。こ
の
教
会
は
長
崎
で
殉
教
し
た
二
十
六
聖
人
に
さ
さ
げ
ら
れ
た
も
の

で
、日
本
教
区
長
ジ
ラ
ー
ル
神
父
を
は
じ
め
フ
ェ
レ
神
父
、プ
テ
ィ
ジ
ャ
ン
神

父
ら
の
協
力
で
新
し
い
教
会
が
創
建
さ
れ
た
の
は
一
八
六
四（
元
治
元
）

年
十
二
月
末
の
こ
と
で
あ
っ
た
。�

　
建
築
様
式
は
フ
ラ
ン
ス
流
の
洋
風
木
造
建
築
で
ゴ
シ
ッ
ク
調
と
バ
ロ
ッ
ク

調
の
混
交
と
い
わ
れ
て
い
る
。施
工
業
者
は
天
草
出
身
の
小
山
秀
之
進
で

あ
っ
た
。林
一
馬
氏（
長
崎
総
合
科
学
大
学
教
授
）は
、ロ
ー
マ
の
イ
エ
ズ
ス

会
総
本
山
イ
ル
・
ジ
ェ
ス
教
会
風
の
古
典
的
様
式
を
範
と
し
、日
本
人
工

匠
た
ち
の
伝
統
的
技
法
と
創
意
工
夫
が
加
味
さ
れ
た
特
異
な
外
観
意
匠

と
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る（『
長
崎
の
教
会
堂
』二
〇
〇
二
年
）。明

治
日
本
の
デ
ザ
イ
ン
の
粋
が
形
象
化
さ
れ
た
建
物
で
あ
っ
た
。�

　�　
写
真
A
の
撮
影
者
は
上
野
彦
馬（
一
八
三
八
〜
一
九
〇
四
）で
あ
る
。

彦
馬
が
中
島
川
畔（
新
大
工
町
七
三
）に「
上
野
撮
影
局
」の
看
板
を
か

か
げ
開
業
し
た
の
は
、彦
馬
二
十
四
歳
の
一
八
六
一（
文
久
二
）年
の
こ
と
。

日
本
で
最
初
の
職
業
カ
メ
ラ
マ
ン
と
し
て
意
欲
に
も
え
て
活
動
し
始
め
た

こ
ろ
で
あ
る
。こ
の
写
真
は
、江
崎
家
に
伝
わ
る
緑
色
緞
子
地
唐
草
模
様

表
紙
の
分
厚
い
ア
ル
バ
ム（
縦
二
六
・
四
×
横
三
八
・
四
）の
な
か
の
一
枚
で

あ
る
。江
崎
家
は
上
野
家
と
は
縁
戚
関
係
に
あ
り
、彦
馬
の
遺
品
と
し
て

譲
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。�

　
こ
の
初
期
の
天
主
堂
は
風
雨
に
よ
る
被
害
を
う
け
、一
八
七
五（
明
治

八
）年
、一
八
七
九（
明
治
十
二
）年
に
二
度
の
改
修
が
行
わ
れ
て
い
る
。一

九
三
三（
昭
和
八
）年
に
国
宝
に
指
定
さ
れ
た
。�

フ
ラ
ン
ス
流
の
洋
風
木
造
建
築�

上
野
彦
馬
と
江
崎
家�

所蔵：長崎大学附属図書館�
［サイズ縦18.9cm×横25.8cm　モノクロに彩色］�

　明治中期の大浦天主堂。その後、原爆で一部被災したが
改修され、1953（昭和２８）年に国宝に再指定された。�

■写真Ｂ�
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【教育学部音楽教育講座】�

Project�
Start

地
域
と
　 

き
あ
う�

新
し
い
創
造
の
場
を�

求
め
て�
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近
年
、
個
々
で
展
開
さ
れ
が
ち
だ
っ
た�

先
生
た
ち
の
マ
ン
パ
ワ
ー
を
、お
互
い�

組
み
合
う
こ
と
で
新
た
な
魅
力
を
掘
り
起
こ
そ
う�

と
い
う
雰
囲
気
が
大
学
内
に
起
こ
っ
て
い
ま
す
。�

そ
の
鮮
や
か
な
形
と
し
て
、
教
育
学
部
音
楽
教
育
講
座
の�

先
生
た
ち
の
活
動
が
あ
り
ま
す
。�

教
育
学
部
音
楽
教
育
講
座
の�

こ
の
秋
か
ら
の
始
動
を
の
ぞ
い
て
み
ま
し
た
。�



　
歌
を
歌
っ
た
り
、楽
器
を
弾
い
た
り
、C�
D
を
聴

い
た
り
す
る
の
は
大
好
き
と
い
う
方
は
多
い
け
れ
ど
、

「
音
楽
の
研
究
」と
い
う
と
、い
っ
ぺ
ん
に
腰
が
引
け

て
し
ま
い
が
ち
。で
も
実
は
そ
ん
な
こ
と
あ
り
ま
せ

ん
よ
、と
お
っ
し
ゃ
る
の
は
、堀
内
先
生
。�

  

「
音
楽
と
い
う
分
野
は
、い
わ
ゆ
る
”大
学
で
の
研

究
“か
ら
抱
く
イ
メ
ー
ジ
と
は
、異
質
か
も
し
れ
ま

せ
ん
ね
。け
れ
ど
、音
楽
の
基
本
は
、感
じ
た
ま
ま
に
、

自
由
に
、と
い
う
世
界
で
す
か
ら
、そ
こ
を
た
く
さ

ん
の
方
と
共
有
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。私
た
ち

は
、そ
れ
ぞ
れ
、音
楽
を
創
る
こ
と
、音
楽
を
演
奏

す
る
こ
と
、音
楽
を
教
育
す
る
行
為
そ
の
も
の
を

研
究
の
対
象
と
し
て
い
ま
す
。で
す
か
ら
、私
た
ち

は
素
材
を
た
く
さ
ん
持
っ
て
い
ま
す
。そ
れ
を
放
り

出
し
ま
す
か
ら
、み
な
さ
ん
は
寄
っ
て
集
っ
て
楽
し
ん

で
欲
し
い
、と
考
え
ま
し
た
。そ
れ
は
、私
た
ち
の
し

て
い
る
研
究
の
紹
介
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。」�

　
音
楽
教
育
講
座
の
先
生
ら
に
よ
る
地
域
へ
向
け

た
活
動
が
顕
著
に
な
っ
た
の
は
ご
く
最
近
の
こ
と
。

開
か
れ
た
大
学
を
、と
い
う
時
代
の
要
請
も
あ
っ
た
。

し
か
し
音
楽
科
教
育
学
を
専
門
と
す
る
福
井
先
生

は
そ
の
必
要
性
を
ず
い
ぶ
ん
前
か
ら
強
く
感
じ
て
い

た
よ
う
だ
。「
外
に
積
極
的
に
働
き
か
け
、社
会
と

接
点
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
ま
し
た
。

音
楽
に
し
て
も
教
育
に
し
て
も
相
手
と
の
キ
ャ
ッ
チ

ボ
ー
ル
が
必
要
な
ん
で
す
。投
げ
て
、受
け
て
、評
価

し
て
も
ら
う
。そ
れ
を
絶
え
ず
や
る
こ
と
が
大
切
だ

と
。音
楽
は
ひ
と
り
で
は
、ど
う
に
も
な
ら
な
い
も
の

だ
か
ら
。」�
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堀
内
先
生
が「
ポ
エ
」と
い
う
バ
ン
ド
を
組
み
ア
ウ

ト
リ
ー
チ
活
動
を
は
じ
め
て
か
ら
十
年
以
上
に
な
る
。

こ
れ
ま
で
テ
レ
ビ
や
新
聞
な
ど
マ
ス
コ
ミ
に
も
多
く

登
場
し
て
い
る
の
で
、ご
存
じ
の
方
も
多
い
は
ず
だ
。

病
院
、公
民
館
、小
学
校
な
ど
声
を
か
け
て
く
れ
た

と
こ
ろ
へ
は
必
ず
出
か
け
た
と
い
う
地
道
な
演
奏

五
人
の
個
性
の
融
合
か
ら
生
ま
れ
る
�

未
知
の
音
楽
�

大
学
の
研
究
情
報
を
�

柔
軟
に
発
信
し
て
い
く
試
み
�

地
道
な
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
活
動
が
�

教
え
て
く
れ
た
こ
と
�

小
・
中
学
校
の
音
楽
の
教
員

の
教
育
・
指
導
も
行
う
。「
人

は
年
齢
や
発
達
段
階
に
応
じ

て
、同
じ
音
楽
で
も
聴
き
方

が
違
い
ま
す
。
切
り
口
を
変
え

た
だ
け
で
、興
味
を
持
ち
は

じ
め
る
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
」
。�

　
教
育
学
部
音
楽
教
育
講
座
で
教
鞭
を
と
っ
て
い

る
の
は
、福
井
先
生（
音
楽
科
教
育
学
）、山
野
先
生

（
音
楽
史
・
民
族
音
楽
）、堀
内
先
生（
器
楽
・
ピ
ア
ノ

演
奏
）、三
上
先
生（
作
曲
学
）、宮
下
先
生（
声
楽
・

ド
イ
ツ
歌
曲
）の
五
人
。�

　
こ
の
五
人
の
先
生
ら
が
教
育
学
部
で
担
当
し
て
い

る
の
は
、学
校
教
育
教
員
養
成
課
程
の
音
楽
選
修

の
学
生
と
、情
報
文
化
教
育
課
程
の
芸
術
文
化
コ

ー
ス
の
学
生
。つ
ま
り
、学
校
の
音
楽
の
先
生
を
養

成
す
る
こ
と
と
、地
域
の
音
楽
文
化
を
担
う
人
材

を
育
成
す
る
こ
と
を
目
的
に
、五
人
が
チ
ー
ム
ワ
ー

ク
を
組
ん
で
、感
性
豊
か
な
学
生
を
育
て
て
い
る
の

で
あ
る
。�

　
し
か
し
今
ま
で
は
、そ
れ
ぞ
れ
ソ
ロ
で
の
個
性
的

な
活
動
は
た
く
さ
ん
あ
っ
た
も
の
の
、講
座
ス
タ
ッ
フ

が
全
員
出
動
と
い
う
形
で
の
活
動
は
な
く
、こ
の
チ

ー
ム
ワ
ー
ク
を
外
向
き
に
発
揮
す
る
機
会
は
な
か
っ

た
。�

　
個
性
が
強
い
か
ら
、そ
の
調
和
は
も
っ
と
魅
力
的

な
は
ず
。思
い
も
よ
ら
な
い
ハ
ー
モ
ニ
ー
が
誕
生
す
る

こ
と
だ
ろ
う
。実
は
、こ
の
秋
、地
域
に
向
け
て
の
ひ

と
つ
の
試
み
と
し
て
五
人
の
先
生
ら
は「
ウ
ィ
ー
ク
エ

ン
ド
コ
ン
サ
ー
ト
」を
企
画
、好
評
開
催
中
だ
。こ
れ

は
先
生
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
分
野
を
活
か
し
て

演
奏
を
交
え
な
が
ら
楽
し
く
一
般
市
民
に
披
露
す

る
、い
わ
ば
レ
ク
チ
ャ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
で
、十
〜
十
一
月

の
週
末
を
利
用
し
て
計
六
回
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。「
参
加
し
た
人
が
ち
ょっ
と
だ
け
癒
さ
れ
て
、

元
気
に
な
る
。そ
う
い
う
コ
ン
サ
ー
ト
に
な
っ
た
ら
い

い
で
す
ね
」と
堀
内
先
生
。「
毎
日
忙
し
い
お
母
さ

ん
も
、お
子
さ
ん
を
連
れ
て
来
て
欲
し
い
」と
い
う

福
井
先
生
は
人
間
の
生
活
は
音
楽
な
し
で
は
成
り

立
た
な
い
と
い
う
。「
最
近
、心
身
の
バ
ラ
ン
ス
を
と

り
も
ど
す
た
め
に
音
楽
療
法
と
い
う
の
も
あ
る
よ

う
に
、音
楽
を
含
む
芸
術
が
人
に
果
た
す
役
割
は

大
き
い
。特
に
音
楽
は
直
接
、心
に
働
き
か
け
る
の

で
、現
代
社
会
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
だ
と
思

う
。」�

福井  昭史  教授�

市
民
グ
ル
ー
プ
の
「
長
崎
明

清
楽
保
存
会
」
の
会
長
も
務

め
て
い
る
。
わ
ず
か
な
手
が
か

り
を
も
と
に
昭
和
初
期
に
演

奏
さ
れ
て
い
た
曲
の
復
元
も

行
っ
て
い
る
。�

山野  誠之  教授�

「
よ
く
言
わ
れ
る
け
ど
、オ
ン

ガ
ク
の
ガ
ク
は
『
学
ぶ
』
で
は

な
く
『
楽
し
い
』
で
し
ょ
。
そ

れ
っ
て
、音
楽
を
象
徴
し
て
る

と
思
い
ま
す
よ
」
。
音
楽
の
喜

び
を
伝
え
る
企
画
を
た
く
さ

ん
あ
た
た
め
て
い
る
そ
う
で
す
。�

堀内  伊吹  教授�



活
動
の
現
場
で
は
、す
ぐ
目
の
前
で
食
い
入
る
よ
う

に
演
奏
者
を
見
つ
め
る
人
々
が
い
る
。「
キ
チ
ン
と
し

た
ホ
ー
ル
で
や
る
緊
張
感
と
は
別
の
、肌
で
感
じ
る

恐
さ
み
た
い
な
も
の
が
あ
る
。逆
に
い
え
ば
、い
い
刺

激
と
緊
張
感
。そ
れ
が
演
奏
す
る
人
間
を
鍛
え
る

の
だ
と
思
う
。」、生
き
も
の
と
し
て
の
音
楽
を
感
じ

る
瞬
間
、恐
怖
は
快
感
に
変
わ
り
、演
奏
者
と
聴
く

者
は
独
特
の
一
体
感
を
味
わ
う
。目
に
見
え
な
い

音
楽
の
不
思
議
な
パ
ワ
ー
が
こ
こ
に
あ
る
。�

　
こ
の
よ
う
に
学
内
と
は
ま
た
違
っ
た
有
意
義
な

体
験
が
で
き
る
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
活
動
は
、地
域
に
と
っ

て
も
大
学
に
と
っ
て
も
多
様
な
可
能
性
を
秘
め
て
い

る
。「
だ
か
ら
も
っ
と
認
知
さ
れ
た
方
が
い
い
。ご
く

自
然
に
、学
生
も
巻
き
込
ん
で
新
し
い
う
ね
り
に
し

て
い
け
た
ら
い
い
の
だ
け
れ
ど
。」、「
ポ
エ
」で
数
多

く
の
経
験
を
積
ん
で
来
た
堀
内
先
生
は
、こ
れ
か
ら

先
の
十
年
に
向
け
て
、大
学
を
拠
点
と
し
た
新
し
い

活
動
を
模
索
し
て
い
る
。�

　
と
こ
ろ
で
音
楽
教
育
講
座
で
は
時
々
、長
崎
市

内
の
ホ
ー
ル
な
ど
で
学
生
た
ち
が
演
奏
発
表
を
行
っ

て
い
る
。十
二
月
二
十
日（
金
）に
は
、今
年
オ
ー
プ
ン

し
た
ば
か
り
の「
と
ぎ
つ
カ
ナ
リ
ー
ホ
ー
ル
」に
て
大

学
院
生
と
先
生
ら
に
よ
る
ク
リ
ス
マ
ス
コ
ン
サ
ー
ト
が

予
定
さ
れ
て
い
る
。福
井
先
生
は「
日
頃
の
成
果
を

発
表
で
き
る
機
会
が
あ
る
と
、学
生
た
ち
も
そ
れ
だ

け
練
習
に
身
が
入
り
ま
す
。市
民
の
皆
さ
ん
に
は
ぜ

ひ
気
軽
に
聴
き
に
来
て
欲
し
い
で
す
ね
。」と
、学
生

た
ち
も
ま
た
地
域
の
人
々
と
つ
な
が
る
こ
と
で
成
長

す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。�

地
域
に
密
着
し
た
活
動
を
�

今
後
も
継
続
的
に
展
開
�

～素朴で美しい明清楽の旋律～�

�

by 山野誠之教授�

　明清楽という言葉は明治の初め頃、日本で生まれました。おおもとは

1830年代前後の中国の南方の民衆音楽です。それが中国ではなく、長

崎に残っているんですね。明清楽の中には日本的な感覚も充分含まれて

いて、私たちは明清楽を中国音楽とはまた別のジャンルとしてとらえ、日本

の伝統音楽という認識でやっています。明清楽のメロディは、独特の節ま

わしで何ともいえない素朴な美しさがあります。長崎大学でも、郷土芸能

表現法といった授業をおこして学生たちに教え、継承しています。�

◎音楽教育講座の先生による講演・演奏のご相談は、お気軽にどうぞ。�
教育学部　095-847-1111（代）�

�

◎音楽教育講座のホームページ�
http://www.edu.nagasaki-u.ac.jp/depart/music/

来
年
開
催
さ
れ
る「
ゆ
め
総
体
」

の
行
進
曲
の
編
曲
を
担
当
。

今
年
の
夏
は
そ
の
楽
譜
制
作

に
追
わ
れ
、大
忙
し
で
し
た
。

「
吹
奏
楽
の
指
導
で
お
悩
み

を
お
持
ち
の
方
は
相
談
に
応

じ
ま
す
」
。�

三上  次郎  助教授�

思
わ
ず
聞
き
惚
れ
る
宮
下
先

生
の
バ
リ
ト
ン
の
歌
声
。
奥
様

（
ピ
ア
ノ
奏
者
）と
一
緒
に
ソ
ロ

活
動
も
や
っ
て
ま
す
。「
馴
染

み
の
な
い
ジ
ャ
ン
ル
の
音
楽
で

も
、聴
か
ず
嫌
い
に
な
ら
な
い

で
」
。�

宮下  茂  助教授�

【国際交流】�

音楽教育講座では、韓国の慶北大学校芸術大
学と音楽交流を行っている。これは、両校の先生

と学生たちが交互に相手校を訪問し、音楽会やセ

ミナーを通して交流を深めようというもので、昨年で

「日韓音楽交流会」は10周年を迎えた。これらの

行事は一般に公開され、地域の国際文化交流に

も寄与している。1991年に締結された学術交流

協定に基づき、研究留学生も相互に受け入れて

いる。また今年の5月18日（土）には、大学内の中

部講堂にグランドピアノが設置されたのを記念し

たコンサートが開かれたが、その折に慶北大学校

の沈松鶴先生がゲスト出演され音楽教育講座の

先生らと共演するなど、交流は更に深まっている。�

Project�
Start

◎
年
季
の
入
っ
た
「
胡
琴
」
。�

　
哀
愁
の
あ
る
音
色
に�

　
心
が
触
れ
て
く
る
。�
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韓国の慶北大学校の先生らと教育学部の玄関正面にて。�

ポエ�



無
知
な
私
は
、
よ
く
恥
を
か
く
。
�

大
学
時
代
も
っ
と
勉
強
し
て
た
ら
�

良
か
っ
た
な
ぁ
。
�

第１回目はKTNアナウンサーとして活躍中の森千夏さん。�
学生時代のこと、仕事のこと。素直な思いを語っていただきました。�

　
「
長
崎
大
学
に
つ
い
て
何
で
も
構
わ
な
い
の
で
原
稿
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。
」

と
依
頼
さ
れ
、の
ん
き
に「
い
い
で
す
よ
。
」
と
お
答
え
し
た
も
の
の
、考
え
て

み
る
と
私
は
大
学
時
代
、皆
さ
ん
に
ご
紹
介
で
き
る
ほ
ど
の
こ
と
は
何
も
や

っ
て
い
ま
せ
ん
。ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
と
い
う
と
博
識
で
、英
語
が
堪
能
で
…
と
思

う
方
も
た
く
さ
ん
い
ま
す
が
、私
は
全
然
。
長
崎
弁
し
か
話
せ
ま
せ
ん
し
。�

　
小
さ
い
頃
か
ら
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
に
憧
れ
て
い
ま
し
た
が
、ス
ポ
ー
ツ
に
燃
え

る
女
の
子
だ
っ
た
の
で
、小
学
生
か
ら
大
学
生
ま
で
ス
ポ
ー
ツ
三
昧
の
生
活
で

し
た
。
長
大
で
は
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
。
授
業
も
行
か
ず
、練
習
と
飲
み
会
ば
か
り

で
日
付
け
が
変
わ
っ
た
深
夜
に
家
に
帰
り
、親
に
怒
ら
れ
る
日
々
で
し
た
。

私
に
と
っ
て
、こ
の
時
を
共
に
過
ご
し
た
友
人
た
ち
が
大
学
時
代
に
得
た
最

大
の
も
の
。
今
で
も
何
か
あ
る
と
助
け
て
く
れ
る
最
高
の
仲
間
で
す
。�

　
卒
業
後
は
縁
が
あ
っ
て
希
望
し
て
い
た
テ
レ
ビ
局
に
入
社
。ア
ナ
ウ
ン
サ
ー

と
し
て
働
く
よ
う
に
な
っ
て
六
年
目
に
な
り
ま
す
。「
テ
レ
ビ
局
で
す
。
」
と
い

う
だ
け
で
会
社
の
社
長
や
ス
ポ
ー
ツ
選
手
な
ど
長
崎
の
著
名
人
と
会
っ
て
お

話
が
で
き
る
、本
当
に
不
思
議
な
仕
事
だ
な
ぁ
と
思
い
ま
す
。
無
知
な
私
は

恥
を
か
い
て
ば
か
り
で
、「
大
学
時
代
や
っ
ぱ
り
も
っ
と
勉
強
し
て
た
ら
良
か

っ
た
な
ぁ
…
。
」
と
後
悔
す
る
日
々
で
す
が（
笑
）。�

森 千夏（もり ちなつ）�

長崎市生まれ。28歳。1997年、

長崎大学経済学部経営学

科卒業。同年、（株）テレビ長

崎（KTN）入社。現在、「KTN

スーパーニュース」（月～金17：

55～18：55）や「めざましテレ

ビ」（月～金5：55～8：00）の

長崎からの中継などを担当。�

森
 

千
夏
�さ
ん�
K�
T�
N
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー�
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Morocco

　
ア
フ
リ
カ
大
陸
の
北
西
部
に
位
置
す
る
モ
ロ
ッ
コ

は
、古
く
か
ら
ヨ
ー
ロッ
パ
、ア
フ
リ
カ
、ア
ラ
ブ
を
つ
な

ぐ
交
易
の
場
と
し
て
栄
え
、国
内
に
は
イ
ス
ラ
ム
最

古
の
王
都
フ
ェ
ス
や
商
業
都
市
の
マ
ラ
ケ
シ
ュ
旧
市
街

な
ど
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
が
六
ヵ
所
も
点
在
す
る
。

「
世
界
遺
産
の
街
は
い
ず
れ
も
か
つ
て
は
王
都
で
し

た
。そ
こ
で
は
今
も
独
自
の
文
化
が
受
け
継
が
れ
、

昔
な
が
ら
の
雰
囲
気
が
あ
り
ま
す
。」と
ナ
ビ
ル
さ

ん
は
懐
か
し
そ
う
。　
　�

　
北
は
地
中
海
、西
は
大
西
洋
に
面
し
、南
東
に
は

サ
ハ
ラ
砂
漠
が
広
が
る
そ
の
多
様
な
土
地
柄
と
近
隣

国
の
影
響
で
ミ
ッ
ク
ス
カ
ル
チ
ャ
ー
が
育
ま
れ
た
こ
の

国
で
は
、建
築
物
、衣
装
、音
楽
な
ど
地
域
ご
と
に

松尾 あゆみ�
◆福岡県・香住ヶ丘高校出身�

多
彩
な
個
性
を
放
つ
、�

ミ
ッ
ク
ス
カ
ル
チ
ャ
ー
の
国
。�

【モロッコ編】�

Maaninou Nabil
マニノー・ナビルさん（26歳）�

大学院生産科学研究科水産学専攻�
海洋生産システム科学分野�

よ
り
よ
い
未
来
を
見
つ
め
て�

地
域
で
「
環
境
」
に
つ
い
て
取
り
組
む�

学
生
た
ち
の
声
を
紹
介
し
ま
す
。�

キャンパス×ヴォイス�

ネ
イ
チ
ャ
ー
ゲ
ー
ム
は
環
境
教
育
。
�

「
楽
し
い
だ
け
」で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
�

　
と
こ
ろ
で
、環
境
に
対
し
て
高
い
意
識
を
持
つ
学

生
が
い
る
一
方
で
、そ
う
で
は
な
い
学
生
も
や
は
り

い
る
よ
う
だ
。「
大
学
生
は
ご
み
の
分
別
が
で
き
な

い
」と
い
う
批
判
を
聞
く
た
び
に
悲
し
い
思
い
を
し

て
い
る
と
い
う
中
竹
美
保
さ
ん
。彼
女
の
卒
業
研
究

の
テ
ー
マ
は「
ご
み
処
理
の
有
料
化
」問
題
だ
。現
在
、

約
一
五
％
の
市
町
村
で
実
施
さ
れ
て
い
る
有
料
化
の

一
番
の
目
的
は
ご
み
の
減
量
だ
が
、そ
こ
に
は
も
う

一
つ
の
狙
い
が
あ
る
と
い
う
。「
環
境
意
識
の
低
い
人

た
ち
に
有
料
化
と
い
う
経
済
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を

後藤 聡子�
◆福岡県・筑紫女学園高校出身�

小財 顕�
◆兵庫県・宝塚東高校出身�

環境科学部�
環境政策コース3年�

環境科学部�
環境政策コース3年�

環境科学部�
環境政策コース3年�

環境科学部�
環境政策コース4年�

中竹 美保�
◆福岡県・朝倉高校出身�

Vol.1

大
学
生
は
ご
み
の
分
別
が
で
き
な
い
？
�

環
境
意
識
が
低
い
？
�
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便
利
な
生
活
と
ひ
き
か
え
に
、資
源
の
枯
渇
、廃

棄
物
等
の
ゴ
ミ
問
題
、そ
し
て
環
境
破
壊
な
ど
大
き

な
問
題
に
直
面
し
て
い
る
現
代
社
会
。そ
の
現
状
を

よ
り
よ
い
方
向
へ
導
く
為
に
、ま
ず
は
ひ
と
り
で
も

多
く
の
人
々
が「
自
然
や
環
境
」に
つ
い
て
知
る
こ

と
が
大
切
だ
と
い
う
小
財
顕
さ
ん
。そ
の
実
現
の
た

め
に「
ネ
イ
チ
ャ
ー
ゲ
ー
ム
は
と
て
も
い
い
環
境
教
育

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。」�

　「
ネ
イ
チ
ャ
ー
ゲ
ー
ム
」と
は
ア
メ
リ
カ
の
ナ
チ
ュ
ラ

リ
ス
ト
、ジ
ョ
セ
フ・コ
ー
ネ
ル
氏
が
考
案
し
た
自
然
教

育
の
一
つ
の
手
法
で
、た
と
え
ば「
動
物
あ
て
ゲ
ー
ム
」

や「
木
の
葉
の
カ
ル
タ
と
り
」な
ど
、自
然
の
中
で
の

ゲ
ー
ム
を
通
し
て
一
人
ひ
と
り
が
自
然
を
五
感
で

感
じ
な
が
ら
、そ
の
多
様
性
や
さ
ま
ざ
ま
な
生
き
物

の
存
在
、食
物
連
鎖
な
ど
を
学
ん
で
い
く
も
の
。そ

れ
は「
自
然
へ
の
気
づ
き
」を
高
め
て
い
き
、延
い
て

は
環
境
問
題
へ
目
を
向
け
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い

う
わ
け
だ
。�

　
小
財
さ
ん
は「（
社
）日
本
ネ
イ
チ
ャ
ー
ゲ
ー
ム
協

会
」の
指
導
員
と
し
て
県
内
で
小
学
生
や
初
任
者

教
員
等
を
対
象
に
ネ
イ
チ
ャ
ー
ゲ
ー
ム
の
普
及
活
動

を
行
っ
て
い
る
。「
今
年
度
か
ら
小
中
学
校
で
総
合

学
習
の
時
間
が
増
え
、環
境
教
育
の
必
要
性
も
注

目
さ
れ
て
い
ま
す
が
、ネ
イ
チ
ャ
ー
ゲ
ー
ム
は
そ
の
教

育
に
ふ
さ
わ
し
い
手
法
だ
と
強
く
感
じ
て
い
ま
す
。」�

　
実
は
ネ
イ
チ
ャ
ー
ゲ
ー
ム
は「
自
然
の
中
で
た
だ

遊
び
、楽
し
い
だ
け
で
終
る
」と
い
っ
た
批
判
や
誤
解

も
あ
る
。し
か
し
そ
れ
は
人
間
と
し
て
豊
か
に
成
長

す
る
た
め
と
い
う
ネ
イ
チ
ャ
ー
ゲ
ー
ム
の
理
念
が
充

分
に
普
及
し
て
い
な
い
た
め
と
い
う
の
が
実
情
の
よ

う
だ
。「
私
自
身
、ゲ
ー
ム
を
体
験
し
て
か
ら
身
近
な

自
然
で
見
え
な
か
っ
た
も
の
が
見
え
て
来
た
り
、あ

ら
た
め
て
自
然
の
不
思
議
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
ね
。」�



個
性
を
放
つ
。「
食
も
多
彩
で
、伝
統
料
理
も
多
い
。

小
麦
粉
を
蒸
す
ク
ス
ク
ス
が
有
名
で
す
が
、小
羊
や

魚
介
類
の
料
理
も
お
す
す
め
で
す
。」　
　�

　
と
こ
ろ
で
モ
ロ
ッ
コ
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
国
。人
々

は
厳
し
い
戒
律
の
下
で
暮
ら
し
て
い
る
と
思
い
き
や
、

「
宗
教
的
な
制
限
が
あ
ま
り
な
く
、自
由
で
す
。女

性
も
身
体
を
隠
し
ま
せ
ん
し
、男
性
と
同
じ
く
社

会
で
活
動
し
て
い
ま
す
。」、ま
た
日
本
の
生
活
文
化

と
比
べ
て「
私
の
国
で
は
親
を
た
い
へ
ん
尊
敬
し
、大

事
に
し
ま
す
が
…
。」、と
親
子
の
在
り
方
に
大
き

な
違
い
を
感
じ
て
い
る
。�

　
現
在
、モ
ロッ
コ
国
民
の
話
題
は
と
い
う
と「
今
年

八
月
、三
十
七
歳
の
新
国
王
が
一
般
の
女
性
と
結

婚
し
た
こ
と
。」、イ
ス
ラ
ム
の
世
界
で
初
め
て
花
嫁

の
姿
が
テ
レ
ビ
に
出
る
な
ど
、大
き
な
注
目
を
浴
び

て
い
る
そ
う
だ
。�

働
か
せ
、ご
み
問
題
の
深
刻
さ
に
気
付
い
て
も
ら
う

こ
と
な
ん
で
す
。」�

　
中
竹
さ
ん
は
現
在
、有
料
化
検
討
中
の
佐
世
保

市
の
審
議
会
に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
参
加
し
て
い

る
。「
そ
こ
で
も
大
学
生
や
単
身
者
の
ゴ
ミ
出
し
マ

ナ
ー
の
悪
さ
を
耳
に
し
ま
し
た
。”そ
ん
な
こ
と
は
な

い
！
“と
言
え
る
人
は
ど
れ
だ
け
い
る
で
し
ょ
う
か
。」�

こ
れ
か
ら
の
環
境
教
育
に
、�

本
当
に
必
要
な
の
は
…
。
�

今
や
、廃
棄
後
の
処
理
の
問
題
で
は
�

済
ま
さ
れ
な
い
、ご
み
問
題
！
�

　
身
近
な
ご
み
問
題
に
関
心
を
持
ち
、地
域
で
の

活
動
に
も
関
わ
る
後
藤
聡
子
さ
ん
。彼
女
は
循
環

型
リ
サ
イ
ク
ル
社
会
に
向
け
、ご
み
問
題
の
課
題
が

さ
ら
に
複
雑
に
な
っ
て
い
る
と
話
す
。「
各
市
町
村

は
独
自
の
工
夫
や
努
力
を
試
み
て
い
て
、私
は
そ
の

多
様
な
対
応
ぶ
り
に
面
白
味
を
感
じ
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
可
燃
ご
み
を
長
崎
市
は
”燃
や
し
て
も
い

い
ご
み
“と
し
、西
彼
・
長
与
町
で
は
”火
を
つ
け
れ

ば
燃
え
る
も
の
は
全
て
燃
え
る
ご
み
“と
い
う
考
え

方
を
す
る
ん
で
す
。」�

　
ま
た
後
藤
さ
ん
が
長
与
町
で
町
民
の
話
し
合
い

を
ヒ
ア
リ
ン
グ
し
た
際
、「
散
歩
中
に
犬
の
フ
ン
を
踏

ん
だ
。飼
い
主
に
責
任
感
を
持
た
せ
る
た
め
、犬
に

税
金
を
か
け
て
は
？
」と
い
っ
た
意
見
が
あ
っ
た
。そ

こ
で
生
活
す
る
住
民
な
ら
で
は
の
思
い
も
よ
ら
な
い

ア
イ
デ
ア
だ
っ
た
の
で
大
変
印
象
に
残
っ
て
い
る
そ
う

だ
。�

　　　【ネイチャーゲーム】�

　自然あふれる場所でのびの

びとネイチャーゲームを楽しむ子

供たち。そのプログラム（野外活

動）の内容は多彩で現在、100

種類以上。�

　年齢や感受性に応じた環境

教育が行われる。�

　
大
学
で
の
研
究
や「
ネ
イ
チ
ャ
ー
ゲ
ー
ム
」の
体
験

を
通
し
て
、あ
ら
た
め
て
環
境
教
育
に
つ
い
て
考
え

は
じ
め
た
松
尾
あ
ゆ
み
さ
ん
。「
日
本
が
環
境
教
育

を
本
格
的
に
位
置
付
け
た
の
は
平
成
三
年
頃
か
ら
。

そ
れ
か
ら
十
年
が
経
ち
ま
し
た
が
、上
手
く
行
わ
れ

て
い
な
い
の
で
は
？
と
い
う
問
題
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。」

多
く
の
人
々
が
、森
林
の
過
剰
な
伐
採
や
地
球
温

暖
化
の
原
因
は
何
な
の
か
と
い
っ
た
話
題
を
新
聞
や

雑
誌
、テ
レ
ビ
な
ど
で
よ
く
耳
に
し
て
い
る
。「
で
は
、

そ
れ
ら
を
解
決
す
る
た
め
に
、一
人
ひ
と
り
に
で
き

る
こ
と
は
何
な
の
で
し
ょ
う
。私
は
そ
れ
に
つ
い
て
教

え
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
う
の
で
す
。」�

　
今
後
、松
尾
さ
ん
ら
環
境
科
学
部
の
学
生
た
ち

に
よ
る
草
の
根
的
な
環
境
活
動
が
、い
つ
か
広
く
地

域
社
会
へ
浸
透
し
、よ
り
よ
い
未
来
へ
つ
な
が
る
こ

と
を
期
待
し
た
い
。�
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◎（社）日本ネイチャーゲーム協会�

http://www.naturegame.or.jp/

環境問題は「環境」の問題ではなく、�

「人間と社会」の問題です！�

環境問題は人間と社会の問題。だからこそ地域という現場での取り
組みが、地球規模の環境問題の解決には不可欠なのです。今回紹

介した環境教育とごみ問題とはその性格に違いがありますが、とりわ

け90年代の循環型社会への政策転換によって、環境政策は行政に依存した仕事だけで

は済まなくなりました。行政と事業者と住民それぞれが自発的で自主的な活動に取り組む

ことが環境政策成功への試金石となっています。現在、小野ゼミでは都市ごみ管理の日

独比較研究を主要課題にし、環境問題では先進国といわれるドイツのニつの研究所との

連携を深めながら、研究を進めています。�

環境科学部�
環境政策講座�小野 隆弘 教授�
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長崎大学は、3キャンパスと�
8 学 部で構 成されています。�

〈学生数約 8 , 9 0 0 名 、職員数 約 2 , 0 0 0 名〉�

※赤文字については、一般の方も常時（大学業務時間内）利用できます。�
※運動施設については、許可を得て使用が可能です。�
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キ
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パ
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【水産学部】�
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研究センター�
資料室（3F）�
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医学分館�

裏門�

正門�

浦上天主堂�

歯学部正門�

↓長崎駅方面�

医学部附属病院正門�

坂
本�

キ
ャ
ン
パ
ス�

　長崎大学の各種印刷物や生協で売っているノ

ート等に描かれた帆船マークをご存じですか。既に

半世紀以上も親しまれているこのマークは江戸時

代、長崎に来航したオランダ船をモチーフにした

長崎大学のシンボルマーク。原案者は、故永井 

隆博士の実弟で、熱帯医学研究所元事務長の

永井 元（はじめ）氏です。�

　長崎大学は昭和24年5月、長崎医科大学、同

大学附属薬学専門部、長崎経済専門学校等を

包括して発足。同年10月、大学構成員が連帯意

識をもって新大学の発展に期するよう、心の拠り

所としてシンボルマークが制定されました。�

　採用されたのは学内からの募集・検討を経た結

果、昭和23年に旧医科大のバッジとして使用され

ていた永井氏原案のマーク。制定にあたり旧医

科大の頭文字を新大学のそれに変える等の多少

の手直しが施されました。�

　永井氏は、オランダ船のデザインについて「長崎・

出島にオランダ船がもたらした西洋文明によって

日本は開国後、急速な近代国家へ脱皮ができた。

その係わりを表現してみたのです。」�

　また終戦直後で、旧医大・薬専が原爆被害で

全くの廃虚だった当時を振り返り、「再起復興へ

向けて大学人は苦難の途を歩いていた時であり、

荒廃した世の中で一致団結して事に当たろうとす

る意欲がバッジをつくるきっかけになった。」と後に

語っています。�

　当時、そのバッジは大学人全員に支給され、皆、

誇りを持って胸につけていたそうです。大学を愛す

る先人達の心意気が伝わるエピソードです。�

長
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シ
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ク�
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【歯学部】�
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世
界
の
人
口
の
約
半
分
は
熱
帯
地
域
の
人
々
だ

と
い
う
こ
と
を
ご
存
じ
で
す
か
。
そ
こ
に
は
マ
ラ
リ

ヤ
や
フ
ィ
ラ
リ
ア
症
な
ど
熱
帯
特
有
の
病
気
が
あ
り

ま
す
。
人
や
物
が
盛
ん
に
世
界
を
行
き
交
う
よ
う

に
な
っ
た
昨
今
で
は
、日
本
で
あ
っ
て
も
熱
帯
病
は

け
っ
し
て
無
縁
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
少
し
ず
つ
で
す

が
関
心
を
持
つ
人
も
増
え
て
い
る
よ
う
で
す
。�

　
「
長
崎
大
学
熱
帯
医
学
研
究
所
」
は
、半
世
紀

以
上
も
前
か
ら
日
本
で
唯
一
、熱
帯
医
学
に
関
す

る
総
合
研
究
を
行
っ
て
い
る
機
関
で
す
。
そ
の
研
究

へ
の
理
解
を
よ
り
多
く
の
人
々
に
深
め
て
も
ら
お
う

と
同
研
究
所
内
三
階
に
設
け
ら
れ
た
の
が
「
熱
帯

感
染
症
研
究
セ
ン
タ
ー
資
料
室
」
で
す
。こ
こ
は
誰

で
も
気
軽
に
利
用
で
き
る
よ
う
常
時
、一
般
公
開

し
て
い
ま
す
。
展
示
資
料
は
長
年
に
わ
た
り
収
集
、

整
理
、保
存
さ
れ
て
き
た
貴
重
な
も
の
ば
か
り
で
、

博
物
館
機
能
も
有
し
ま
す
。
一
九
九
六
年
秋
に
は
、

皇
太
子
御
夫
妻
も
御
来
所
の
際
、御
覧
に
な
ら
れ

ま
し
た
。�

　
資
料
室
は
第
一
室
、第
二
室
の
二
つ
に
分
か
れ
、

第
一
室
に
は
熱
帯
病
に
関
す
る
資
料
を
パ
ネ
ル
な

ど
で
展
示
。
仕
事
や
旅
行
で
熱
帯
地
方
へ
行
く
予

定
が
あ
る
方
は
、ぜ
ひ
寄
っ
て
み
る
と
い
い
で
し
ょ
う
。

熱
帯
病
予
防
の
た
め
の
知
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
、

安
心
し
て
出
発
で
き
ま
す
。
ま
た
キ
ン
グ
コ
ブ
ラ
や

ハ
ブ
な
ど
ホ
ル
マ
リ
ン
漬
け
に
さ
れ
た
世
界
の
毒
蛇

の
標
本
も
ズ
ラ
リ
。
見
応
え
た
っ
ぷ
り
で
す
。�

　
第
二
室
で
は
主
に
奄
美
大
島
を
中
心
と
し
た
南

西
諸
島
の
衛
生
動
物（
蚊
、ハ
エ
、ア
ブ
、ゴ
キ
ブ
リ

等
）の
乾
燥
標
本
を
展
示
。
そ
の
種
類
と
数
は
全

国
一
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
充
実
ぶ
り
で
、熱
帯
の
フ

ィ
ー
ル
ド
を
駆
け
回
っ
た
研
究
者
の
熱
意
が
伝
わ
っ

て
来
ま
す
。
ま
た
な
か
な
か
見
る
機
会
の
な
い
ア
マ

ミ
ノ
ク
ロ
ウ
サ
ギ
の
標
本
も
あ
り
ま
す
。�

　
近
年
、遺
伝
子
工
学
や
分
子
生
物
学
の
分
野
で

は
、研
究
材
料
と
し
て
各
種
の
標
本
の
価
値
が
再

評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
後
、当
資
料
室
の
標
本
類

が
各
方
面
で
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い

ま
す
。�
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興
味
津
々
!?
�

必
見
！�

熱
帯
病
に
関
す
る
資
料
と
情
報
を�

一
般
公
開
中
！�

熱
帯
の
フ
ィ
ー
ル
ド
か
ら
集
め
ら
れ
た�

貴
重
な
標
本
の
数
々
。�

熱帯医学研究所・�
熱帯感染症研究センター資料室�

熱帯医学研究所・�
熱帯感染症研究センター資料室�

　本州、九州、南西
諸島に分布する直
径4～５mmほどの
大きなダニ。吸血す
ると写真のように大
きくなる。�

　これぞ標本づくりのお手本！ 種子島
で採取した7種類の蚊を緻密な作業で
仕上げた。6本の足もちゃんとわかります。�

蚊の標本�

坂
本
キ
ャ
ン
パ
ス
�

所
在
地
／
長
崎
市
坂
本
一
丁
目
一
二
の
四
�

主に衛生動物の乾燥標本を展示。
貴重な標本が揃っている。�

▲ 第二室全景�

▲ さっさぶんこ�

第一室全景�

　第一室にある「さっさぶんこ」。
日本の寄生虫学・衛生動物学会
のリーダー的存在の佐々 学東大
名誉教授の著書・論文・蔵書が寄
贈されたもの。誰でも�
利用できます。�

　左からアマミノクロウサギ（日本）、
アカウサギ（アフリカ）、メキシコウ
サギ（メキシコ）。世界に3種類しか
いないムカシウサギ類。全部が揃
うのは珍しい。�

「さっさぶんこ」の　�
おすすめの3冊→�

タカサゴキララマ�
ダニの成虫の�
ホルマリン漬け�

熱帯病に関する資料のパネルや液漬標本などを展示。�
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