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い
よ
い
よ
法
人
化
ス
タ
ー
ト
！�

地
域
貢
献
を
め
ざ
す
長
崎
大
学�

成
十
六
年
四
月
一
日
、全
て
の
国
立
大
学
が

国
立
大
学
法
人
と
し
て
新
た
に
ス
タ
ー
ト
し

た
。
各
大
学
と
も
そ
れ
ぞ
れ
の
独
創
性
を
発
揮
し
、長

崎
大
学
も
さ
ら
に
地
域
に
貢
献
す
る
大
学
を
め
ざ
し

て
新
た
な
道
を
歩
み
は
じ
め
た
。
法
人
化
と
い
う
新
し

い
ス
タ
ー
ト
に
意
欲
を
見
せ
る
齋
藤
学
長
。
地
方
行
政

の
変
革
の
時
代
の
中
で
多
忙
な
日
々
を
お
く
る
金
子

知
事
。
ふ
た
り
の
ト
ッ
プ
が
こ
れ
か
ら
の
夢
や
お
互
い

へ
の
期
待
を
語
り
合
い
ま
し
た
。�

平�

��学
長
　
こ
の
四
月
一
日
か
ら
長
崎
大
学
は「
国

立
大
学
法
人
」に
な
り
ま
す
。全
国
八
十
七
の

国
立
大
学
が
新
た
に
ス
タ
ー
ト
し
た
わ
け
で
す

が
、そ
の
中
で
長
崎
大
学
は
地
域
貢
献
と
い
う

ラ
ン
キ
ン
グ
で
一
位
を
め
ざ
そ
う
と
決
意
し
て

い
ま
す
。�

　
今
回
の
法
人
化
に
あ
た
っ
て
の
目
標
に
長
崎

大
学
は
、『
知
の
発
信
情
報
拠
点
で
あ
り
続
け

る
』と
し
て
い
る
の
で
す
が
、こ
れ
は
十
七
世
紀

に
開
港
し
て
か
ら
四
百
年
間
ず
っ
と
長
崎
は
知

の
発
信
拠
点
で
あ
り
、今
後
も
さ
ら
に
続
け
て

い
く
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。こ
れ
は
長
崎
大

学
が
地
域
に
い
か
に
密
接
に
結
び
つ
き
、基
本
と

し
て
い
る
か
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
す
。学
生
も

毎
年
二
千
人
近
く
入
学
し
て
く
る
内
の
半
分

は
長
崎
県
内
の
学
生
な
の
で
す
。 �

知
事
　
長
崎
県
で
も
、長
崎
県
立
大
学
と
県

立
長
崎
シ
ー
ボ
ル
ト
大
学
の
法
人
化
を
十
七
年

度
に
控
え
て
い
ま
す
が
、そ
の
新
た
な
ス
タ
ー
ト

の
前
に
こ
れ
ま
で
、ど
れ
だ
け
地
域
に
貢
献
し

て
き
た
か
を
検
証
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
�

思
っ
て
い
ま
す
。�

　
長
崎
大
学
の
場
合
、医
学
部
は
日
本
の
医
科

大
学
お
よ
び
医
学
部
の
発
祥
地
と
い
っ
た
流
れ

が
あ
る
し
、熱
帯
医
学
な
ど
に
つ
い
て
は
他
に
は

な
い
独
自
の
研
究
実
績
も
あ
り
ま
す
。し
か
し

他
の
学
部
で
は
、「
地
域
」を
教
育
に
十
分
活
�
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�

か
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。と

言
い
ま
す
の
は
、我
々
は
産
学
官
連
携
で
積
極

的
に
い
ろ
い
ろ
努
力
を
し
て
い
ま
す
が
、な
か
な

か
具
体
的
な
も
の
が
出
て
き
ま
せ
ん
。だ
か
ら
こ

そ
、法
人
化
と
い
う
新
し
い
展
開
を
す
る
と
き
、

新
た
な
方
向
を
見
つ
け
る
た
め
に
も
、地
域
と

大
学
、そ
し
て
、過
去
の
検
証
が
大
事
だ
と
思
い

ま
す
。�

���学
長
　
私
が
一
年
半
前
に
学
長
に
な
っ
た
時
に
、

「
学
生
顧
客
主
義
」と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

を
打
ち
出
し
ま
し
た
。こ
れ
か
ら
は
、長
崎
大

学
は
ど
う
い
う
学
生
を
求
め
、ど
の
よ
う
な
教

育
の
理
念
や
目
標
を
持
っ
て
い
る
か
な
ど
に
つ
い

て
情
報
公
開
を
し
ま
す
。そ
し
て
来
て
く
れ
た

学
生
に
は
、最
高
水
準
の
教
育
を
提
供
し
、多

く
の
付
加
価
値
を
つ
け
て
社
会
へ
送
り
出
す
た

め
に
、勉
強
だ
け
で
な
く
て
、課
外
活
動
な
ど
も

含
む
学
生
生
活
全
体
を
支
援
す
る
体
制
の
強

化
を
進
め
て
い
ま
す
。課
外
活
動
の
各
種
施
設

も
着
々
と
整
備
し
て
い
ま
す
。こ
れ
ま
で
国
立

大
学
は
そ
う
い
う
点
で
の
気
配
り
が
ほ
と
ん
ど

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。�

　
そ
し
て
卒
業
し
た
後
も
、『
君
が
長
崎
大
学

を
卒
業
し
た
こ
と
を
忘
れ
て
い
な
い
。何
か
意

見
が
あ
れ
ば
出
し
て
欲
し
い
』と
い
う
ふ
う
に
、

一
生
に
わ
た
っ
て
お
つ
き
あ
い
を
す
る
大
学
に

な
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。こ
れ
が
私
が
い
う

「
学
生
顧
客
主
義
」な
の
で
す
。き
っ
と
愛
校
心

が
生
ま
れ
、長
崎
大
学
に
自
己
の
帰
属
意
識
が

生
ま
れ
る
と
思
い
ま
す
。�

　
そ
れ
で
今
、長
崎
大
学
は
各
学
部
ご
と
に
独

立
し
た
同
窓
会
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、そ
れ
を
ひ

と
つ
に
ま
と
め
て
長
崎
大
学
と
い
う
大
き
な
連

合
体
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。�

��知
事
　
県
で
は
、県
内
の
各
大
学
と
連
携
を
と
っ

て
科
学
技
術
の
振
興
な
ど
い
ろ
ん
な
こ
と
を
や
っ

て
い
ま
す
。正
直
言
っ
て
長
崎
大
学
よ
り
も
、私

立
の
方
が
ハ
ン
グ
リ
ー
精
神
が
あ
っ
て
必
死
だ
し
、

先
生
方
も
、研
究
を
行
政
の
支
援
を
得
な
が
ら

や
ろ
う
と
す
る
意
欲
的
な
方
が
多
い
と
い
う
印

象
で
す
。長
崎
大
学
の
場
合
は
、こ
れ
ま
で
研

究
環
境
に
恵
ま
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。�

　
し
か
し
、県
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
お
願
い
し
て

い
る
大
学
の
研
究
所
の
教
授
が
お
っ
し
ゃ
る
に
は
、

今
、国
立
の
東
大
も
筑
波
大
学
の
研
究
機
関
も

変
わ
っ
て
き
て
い
る
そ
う
で
す
。法
人
化
さ
れ
て

も
研
究
費
と
か
、給
料
は
、今
ま
で
ど
お
り
大

丈
夫
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
人
も
お
ら
れ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、そ
う
は
い
か
な
い
で
し
ょ
う
。

数
年
く
ら
い
は
保
証
し
て
も
、法
人
化
し
た
こ

と
に
よ
り
、将
来
的
に
は
、方
向
転
換
す
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。そ
こ
を
見
込
ん
で
や
っ
て
い

る
大
学
と
、そ
う
で
な
い
大
学
で
は
、こ
れ
か
ら

先
、相
当
差
が
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

と
に
か
く
、先
生
方
の
意
識
が
問
題
に
な
る
と

思
い
ま
す
。そ
う
い
う
面
で
は
、長
崎
大
学
は
い

か
が
で
す
か
？
�

学
長
　
今
年
の
一
月
五
日
、長
崎
大
学
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
、大
学
の
改
革
に
対
す
る
私
の
基
本

的
な
考
え
を
出
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、他
の
大
学

か
ら
の
反
響
が
す
ご
か
っ
た
の
で
す
。よ
ほ
ど
斬

新
に
感
じ
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。し
か
し
長
崎

大
学
内
で
は
、ほ
と
ん
ど
の
方
に
理
解
し
て
い
た

だ
い
て
い
る
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。�

���学
長
　
私
ど
も
の
反
省
点
の
ひ
と
つ
な
の
で
す

が
、県
に
は
た
く
さ
ん
の
部
署
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
ぞ
れ
学
術
的
な
サ
ポ
ー
ト
を
必
要
と
さ

れ
る
部
署
も
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

長
崎
大
学
と
し
て
は
そ
れ
に
つ
い
て
、研
究
チ
ー

ム
を
つ
く
っ
て
ご
一
緒
で
き
る
よ
う
な
し
く
み

が
は
っ
き
り
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

て
い
ま
す
。学
問
が
社
会
に
上
手
く
活
か
さ
れ

る
そ
う
い
っ
た
シ
ス
テ
ム
が
、今
ま
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。�

知
事
　
県
に
は
、工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
や
農
林
、

水
産
の
試
験
場
を
は
じ
め
い
ろ
い
ろ
な
研
究
機

関
が
あ
り
ま
す
が
、時
代
の
流
れ
に
あ
っ
た
研

究
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。そ
う
い

う
意
味
で
も
長
崎
大
学
と
の
連
携
は
大
切
で

す
。た
と
え
ば
、お
互
い
に
職
員
を
派
遣
し
合

法
人
化
で
大
学
は
ど
う
変
わ
る
？�

産
学
官
連
携
で
、学
問
が
社
会
に�

活
か
さ
れ
る
し
く
み
を
つ
く
る�

「
学
生
顧
客
主
義
」�

 

学
生
と
一
生
の
お
つ
き
あ
い�

■長崎大学長　齋藤 寛（さいとうひろし）�
1937年、長野県生まれ。東北大学医学部卒。東北大学大学院医学研究
科博士課程修了。筑波の国立公害研究所、長崎大学医学部教授、同大
学医学部長を経て、2002年10月から現職。�
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う
な
ど
積
極
的
な
交
流
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。�

学
長
　
ぜ
ひ
、お
願
い
し
ま
す
。よ
う
や
く
最
近
、

情
報
交
換
を
は
じ
め
、お
互
い
が
協
力
し
合
う

こ
と
に
つ
い
て
話
し
合
い
が
行
わ
れ
、研
究
な
ど

に
つ
い
て
も
県
と
大
学
が
政
策
を
摺
り
合
わ
せ

る
と
い
っ
た
試
み
が
は
じ
ま
っ
た
わ
け
で
す
が
、

こ
れ
は
大
学
に
と
っ
て
は
ひ
と
つ
の
革
命
な
の
で

す
。�

　
す
で
に
長
崎
大
学
は
産
学
官
連
携
と
い
う

こ
と
で
、地
元
産
業
と
の
共
同
研
究
に
よ
る
研

究
成
果
を
活
用
す
る
た
め
に「
株
式
会
社
長

崎
T
L
O
」を
設
立
し
ま
し
た
。�

　
ま
た「
地
域
貢
献
特
別
支
援
事
業
」で
は
、

長
崎
県
と
の
連
携
事
業
と
し
て「
人
材
育
成
」

「
教
育
」「
環
境
」「
観
光
」「
離
島
」を
テ
ー
マ

に
、八
学
部
を
も
つ
総
合
大
学
の
特
性
を
活
か

し
て
多
面
的
に
事
業
を
計
画
し
て
い
ま
す
。そ

れ
を
県
の
施
策
と
う
ま
く
ド
ッ
キ
ン
グ
さ
せ
て

や
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。�

���学
長
　
長
崎
大
学
の
学
部
に
関
し
て
、い
く
つ

か
問
題
が
あ
り
ま
し
た
。た
と
え
ば
工
学
部
。

全
国
の
国
立
大
学
に
六
十
く
ら
い
工
学
部
が
あ

り
ま
す
が
、金
太
郎
飴
の
よ
う
で
、あ
ま
り
差
が

な
か
っ
た
。そ
れ
じ
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で

特
色
を
打
ち
出
す
、個
性
化
の
方
向
に
動
い
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。�

　
ま
た
経
済
学
部
は
、長
崎
県
立
大
学
を
は
じ

め
佐
賀
大
学
、九
州
大
学
な
ど
に
も
あ
り
、西

九
州
だ
け
で
学
生
が
数
千
人
も
い
ま
す
。そ
れ

を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。�

　
ま
た
シ
ー
ボ
ル
ト
大
学
に
あ
る
看
護
学
科
は
、

長
崎
大
学
の
保
健
学
科
看
護
学
専
攻
と
同
じ

分
野
で
す
。そ
の
よ
う
な
競
合
す
る
学
科
に
つ

い
て
ど
う
役
割
分
担
を
し
て
い
く
か
な
ど
、県

立
、国
立
、私
立
を
問
わ
ず
、大
学
全
体
が
連

合
し
、そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
方
面
に
個
性
を
打
ち

出
す
か
、話
し
合
い
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。�

　
一
方
で
、水
産
学
部
に
つ
き
ま
し
て
は
、全
国

ど
こ
の
水
産
学
部
よ
り
も
漁
業
の
盛
ん
な
長

崎
に
貢
献
す
る
研
究
を
し
て
き
た
と
自
負
し

て
い
ま
す
。今
、こ
の
水
産
学
部
を
は
じ
め
工
学

部
、環
境
科
学
部
な
ど
学
内
の
幅
広
い
分
野
か

ら
研
究
者
が
参
加
し
て
の
大
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、

「
有
明
海
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。�

知
事
　
有
明
海
の
研
究
に
つ
い
て
は
、ぜ
ひ
や
っ

て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。と
こ
ろ
で
大
学
は
、

今
、大
き
く
見
る
と
基
礎
研
究
、そ
し
て
、す
ぐ

に
実
社
会
に
役
立
つ
教
育
と
に
分
か
れ
て
き
て

い
ま
す
。あ
ま
り
す
ぐ
に
役
立
つ
も
の
だ
け
を

考
え
て
い
た
ら
、基
礎
研
究
が
お
ろ
そ
か
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
が
、私
立
大
学
の
場
合
は
、経
営

を
考
え
る
と
研
究
ば
か
り
を
で
き
な
い
と
い
う

の
が
実
情
の
よ
う
で
す
。だ
か
ら
こ
そ
、教
育
も

大
事
で
す
が
、長
崎
大
学
で
し
か
で
き
な
い
基

礎
研
究
を
頑
張
っ
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。�

���知
事
　
大
学
の
法
人
化
も
あ
り
ま
す
し
、ど
ん

ど
ん
や
っ
て
い
た
だ
き
た
い
の
が
、実
社
会
の
中

か
ら
テ
ー
マ
を
見
つ
け
て
の
研
究
や
実
地
の
勉

強
を
す
る
こ
と
で
す
。や
ろ
う
と
思
え
ば
、い
ろ

ん
な
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。た
と
え
ば
、

東
京
で
は
昔
か
ら
、学
生
を
使
っ
て
選
挙
の
世

論
調
査
を
し
、政
治
や
統
計
の
研
究
に
活
か
し

て
い
る
の
で
す
。�

学
長
　
そ
う
い
っ
た
地
域
の
中
へ
出
て
の
研
究

活
動
が
長
崎
大
学
は
最
近
、顕
著
に
な
っ
て
い

ま
す
。た
と
え
ば
経
済
学
部
の
学
生
ら
が
選
挙

に
つ
い
て
の
研
究
で
、候
補
者
全
員
の
事
務
所
に

出
向
い
た
り
し
ま
し
た
。あ
る
い
は
、地
域
経
済

を
専
攻
し
て
い
る
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、学
生
た
ち
が

地
元
の
商
店
街
の
中
に
場
所
を
借
り
て
、商
店

街
の
現
状
を
調
べ
、も
っ
と
利
用
し
て
も
ら
う

た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
な
ど
を
研
究
し

た
ん
で
す
。こ
う
い
っ
た
こ
と
も
学
生
自
身
が
ア

イ
デ
ィ
ア
を
出
し
て
市
民
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に

や
っ
て
い
る
よ
う
で
し
て
、私
も
う
れ
し
く
思
っ

て
い
ま
す
。�

知
事
　
そ
の
よ
う
に
地
域
社
会
や
地
域
行
政

と
の
つ
な
が
り
の
中
に
、新
し
く
企
業
化
で
き
る

よ
う
な
研
究
材
料
が
い
く
ら
で
も
あ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。�

�

学
部
の
個
性
が
輝
く�

新
し
い
提
案
や
試
み�

地
域
社
会
の
中
に�

研
究
テ
ー
マ
は
い
く
ら
で
も
あ
る�

■長崎県知事　金子原二郎（かねこげんじろう）�
1944年、長崎県生まれ。慶應義塾大学文学部卒。民間水産会社を経て、
長崎県議会議員（3期）、衆議院議員（5期）を経て、1998年から現職（2期
目）。�

G E N J I R O  K A N E K O
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長
崎
大
学
が
、い
よ
い
よ
街
の
中
へ
！�

「
長
崎
大
学
所
蔵
古
写
真
展
」�

長
崎
の
観
光
イ
メ
ー
ジ
を
支
え
る�

優
れ
た
長
崎
学
の
本
の
著
者
は
…�

長崎大学OBが書いた長崎関連
の本。すべて齋藤学長の私物。
読書家の齋藤学長は、長崎学にも
興味を抱き、若い頃からコツコツと読
んでいる。�

長
崎
県
そ
し
て
東
南
ア
ジ
ア
ま
で�

視
野
に
入
れ
た
離
島
医
療�

　
ま
た
、県
庁
の
電
子
行
政
を
I
T
化
で
積
極

的
に
や
っ
て
い
ま
す
が
、こ
れ
に
も
長
崎
大
学
の

学
生
や
先
生
方
が
積
極
的
に
関
心
を
持
っ
て
い

た
だ
き
た
い
。行
政
の
実
態
に
あ
っ
た
I
T
化
の

推
進
に
、い
ろ
ん
な
知
恵
を
出
し
合
っ
て
、活
用

し
合
い
、よ
り
よ
い
も
の
に
し
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。�

���学
長
　
私
は
出
身
が
長
野
県
な
の
で
す
が
、高

校
を
卒
業
し
た
時
に
読
ん
で
、長
崎
に
興
味
と

憧
れ
を
持
っ
た
の
が
、こ
の
森
永
種
夫
さ
ん
の
書

か
れ
た「
流
人
と
非
人
〜
続
・
長
崎
奉
行
の
記

録
」と
い
う
本
で
す
。非
常
に
感
銘
を
受
け
ま

し
た
。�

知
事
　
私
は
文
学
部
史
学
科
の
出
身
で
す
。

森
永
さ
ん
の
本
は
時
々
、読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。実
を
い
う
と
、卒
論
は
長
崎
の
経
済
史

を
書
い
た
の
で
す
。�

学
長
　
そ
う
で
し
た
か
。そ
れ
と
、も
う
一
冊
、

中
西
啓
先
生
の
書
か
れ
た「
長
崎
の
オ
ラ
ン
ダ

医
た
ち
」と
い
う
本
。今
も
日
本
中
で
何
千
、何

万
と
い
う
人
が
長
崎
学
の
本
を
読
ん
で
長
崎
に

つ
い
て
理
解
を
深
め
て
、観
光
に
来
た
り
し
て
い

ま
す
。こ
れ
ら
の
書
物
を
書
い
た
人
は
ほ
と
ん

ど
が
長
崎
大
学
に
関
連
し
た
研
究
者
た
ち
で

す
。そ
し
て
、現
在
、教
育
学
部
や
経
済
学
部
な

ど
で
歴
史
学
や
教
育
学
を
教
え
て
い
る
先
生

方
に
は
、長
崎
と
い
う
街
を
研
究
対
象
に
し
て

い
る
人
も
い
て
、こ
の
街
の
歴
史
的
な
イ
メ
ー
ジ

づ
く
り
に
貢
献
し
て
い
ま
す
。こ
う
い
っ
た
こ
と

は
目
立
ち
ま
せ
ん
が
、ポ
ス
タ
ー
や
ビ
ラ
を
配
る

こ
と
と
は
ま
た
違
っ
た
面
で
大
き
な
貢
献
を
し

て
い
る
と
思
う
の
で
す
。�

知
事
　
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
ね
。本
に
つ
い

て
は
、読
者
が
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
の

で
、も
う
少
し
、子
供
た
ち
や
高
校
生
な
ど
幅

広
い
方
々
に
も
理
解
し
や
す
い
も
の
が
で
き
れ

ば
い
い
と
思
い
ま
す
。�

学
長
　
ジ
ュニ
ア
版
を
つ
く
り
た

い
と
い
う
こ
と
で
し
た
ら
、県
や

市
に
大
学
が
協
力
さ
せ
て
い
た

だ
く
と
い
う
方
法
も
あ
り
ま
す
。

こ
う
い
う
こ
と
は
、ア
イ
デ
ィ
ア
は
あ
っ
て
も
、今

ま
で
な
か
な
か
実
現
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。今

後
は
ぜ
ひ
、ご
一
緒
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。�

���学
長
　
こ
の
前
、復
元
さ
れ
た
出
島
商
館
の
ヘ

ト
ル
部
屋
な
ど
で
開
催
し
ま
し
た「
長
崎
大
学

所
蔵
古
写
真
展
」は
ご
存
じ
で
す
か
？
�

知
事
　
新
聞
で
知
り
、ぜ
ひ
見
た
い
と
思
っ
て
行
っ

て
来
ま
し
た
。と
て
も
良
か
っ
た
で
す
。�

学
長
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。長
崎

大
学
附
属
図
書
館
の
主
催
で
し
て
、期
間

中
ず
っ
と
、図
書
館
員
が
会
場
で
説
明
に

あ
た
り
ま
し
た
が
、彼
ら
は
全
く
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で
し
た
。み
な
さ
ん
が「
危
機
感
が

な
い
の
で
は
？
」と
お
っ
し
ゃ
る
長
崎
大
学

も
つ
い
に
街
の
中
へ
出
は
じ
め
た
わ
け
で

す（
笑
）。し
か
も
開
催
期
間
を
、

ラ
ン
タ
ン
フェス
テ
ィ
バ
ル
に
合
わ

せ
、旅
行
会
社
の
パッ
ク
の
チ
ラ

シ
に
、こ
の
催
し
の
紹
介
を
入

れ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。観
光

客
の
方
も
大
勢
お
見
え
に
な
っ

た
と
思
い
ま
す
。�

知
事
　
長
崎
の
人
も
、観
光

客
も
み
ん
な
関
心
を
持
っ
て
見

て
ま
し
た
。あ
の
古
写
真
を
見

て
い
る
と
、昔
の
方
が
、情
緒
が

あ
っ
て
良
か
っ
た
か
な
と
思
い
ま
し
た（
笑
）。�

���知
事
　
長
崎
県
は
県
土
の
四
十
五
％
が「
し
ま
」

で
、ま
さ
に
離
島
県
な
の
で
す
。し
ま
に
住
ん
で

い
る
方
々
が
も
っ
と
も
心
配
す
る
こ
と
は
、や
は

り
医
療
の
問
題
、つ
ま
り
お
医
者
さ
ん
が
必
要

な
の
で
す
。今
、県
で
は
離
島
医
療
の
拠
点
と
な

る
医
療
セ
ン
タ
ー
の
話
が
進
ん
で
い
ま
す
が
、外

科
、内
科
、耳
鼻
科
と
い
ろ
い
ろ
な
も
の
に
対
応

す
る
に
は
、や
は
り
I
T
化
が
必
要
で
す
。我
々

も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
が
、離
島

医
療
と
い
う
の
は
、長
崎
大
学
が
も
っ
と
も
地

域
に
貢
献
で
き
る
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。�

学
長
　
そ
う
で
す
ね
。実
は
長
崎
大
学
の
医
学

部
の
特
長
の
ひ
と
つ
が
、離
島
医
療
な
の
で
す
。

そ
し
て
長
崎
県
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、さ
ら
に
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変
革
の
時
代
に
い
る�

若
者
た
ち
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ�

徹
底
的
に
行
わ
れ
る
大
学
改
革�

そ
し
て
大
学
教
育
の
め
ざ
す
も
の�

「CHOHO」のバックナンバーを読んで「これは、いい！」
と金子知事。齋藤学長も「評判がいいんですよ」と
満面の笑み。�

近
隣
諸
国
ま
で
視
野
を
広
げ
て
み
ま
す
と
東

南
ア
ジ
ア
に
も
島
国
が
多
い
の
で
す
。そ
う
い
っ

た
地
域
の
開
発
途
上
国
に
ま
で
視
野
を
広
げ

て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。私
は
海
外
へ
の
も
っ

と
も
日
本
ら
し
い
援
助
と
い
え
ば
、や
は
り
教

育
と
医
療
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
し
、県
と
一
緒

に
や
っ
て
い
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。�

　
ま
た
ひ
と
つ
の
取
り
組
み
と
し
て
、十
六
年

度
か
ら
、県
と
下
五
島
の
市
町
の
寄
附
に
よ
り

大
学
院
医
歯
薬
学
総
合
研
究
科
に「
離
島
・へ

き
地
医
療
学
講
座
」を
開
設
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。学
生
は
、五
島
の
病
院
、診
療
所
、保

健
所
で
研
修
し
、離
島
医
療
に
求
め
ら
れ
る
医

師
を
養
成
し
ま
す
。こ
う
い
っ
た
離
島
医
療
の

充
実
と
支
援
の
試
み
を
、へ
き
地
医
療
の
モ
デ
ル

ケ
ー
ス
と
し
て
発
信
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。�

知
事
　
話
は
変
わ
り
ま
す
が
、O
D
A（
政
府

開
発
援
助
）を
活
用
し
て
、東
南
ア
ジ
ア
な
ど
の

国
々
の
医
師
の
指
導
教
育
を
専
門
的
に
や
っ
て

い
る
大
学
が
あ
る
の
で
す
か
？
�

学
長
　
長
崎
大
学
で
や
っ
て
お
り
ま
す
。毎
年
、

十
人
程
度
受
け
入
れ
て
い
ま
す
。�

知
事
　
そ
う
で
し
た
か
。で
き
れ
ば
百
人
く
ら

い
受
け
入
れ
て
、一
つ
の
学
部
に
し
た
ら
い
か
が

で
す
か
？
�

学
長
　
そ
う
で
す
ね
。で
き
れ
ば
、マ
ス
タ
ー
コ
ー

ス
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が・・・
。�

知
事
　
そ
こ
に
は
も
ち
ろ
ん
日
本
人
の
学
生

も
入
れ
て
、世
界
に
通
用
す
る
よ
う
な
医
師
を

育
て
る
と
い

う
の
は
い
か
が
で
す

か
？
　

そ
う
な
る
と
英
語

教
育
も
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。�

学
長
　
そ
う
で
す
ね
。す
で
に
J
I
C
A（
国

際
協
力
機
構
）か
ら
十
数
人
受
け
入
れ
て
や
っ

て
い
る
一
年
間
の
研
修
コ
ー
ス
で
は
、全
部
英
語

で
や
っ
て
お
り
ま
す
。�

���学
長
　
今
後
の
長
崎
県
の
発
展
に
つ
い
て
、ど
の

よ
う
な
お
考
え
を
お
持
ち
で
す
か
？
�

知
事
　
県
内
各
地
で
、市
町
村
合
併
が
進
ん
で

い
ま
す
が
、合
併
す
る
と
規
模
が
大
き
く
な
り
、

今
ま
で
の
町
村
単
位
で
や
っ
て
い
た
行
政
と
は
、

随
分
変
わ
っ
て
き
ま
す
。�

　
幸
い
に
し
て
、大
学
が
法
人
化
で
あ
り
方
が

変
わ
る
の
と
、地
方
自
治
体
の
行
政
の
あ
り
方

が
変
わ
る
の
が
、時
期
が
重
な
っ
て
い
ま
す
。こ
�

の
機
会
を
捉
え
、行
政
と
大
学
が
い
か
に
関
わ
っ

て
い
く
か
を
大
学
サ
イ
ド
で
も
考
え
て
欲
し
い

と
思
い
ま
す
。長
崎
大
学
に
は
、地
域
の
あ
ら
ゆ

る
分
野
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
に
な
っ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。�

　
こ
れ
か
ら
は
、国
に
頼
ら
ず
地
域
の
力
と
知

恵
で
や
っ
て
い
く
行
政
に
な
り
ま
す
。地
方
分

権
が
進
み
、地
方
か
ら
色
々
な
情
報
発
信
を
す

る
と
同
時
に
、地
方
の
実
態
に
あ
っ
た
行
政
と

は
ど
う
い
う
も
の
か
を
問
わ
れ
る
時
代
に
な
っ

て
く
る
で
し
ょ
う
。し
か
も
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
で
あ

る
こ
と
が
大
切
で
、そ
れ
が
結
果
的
に
は
基
本

に
な
っ
て
き
ま
す
。で
す
か
ら
、地
域
の
実
情
を

知
っ
て
い
る
行
政
マ
ン
が
、県
や
市
町
村
に
必
要

に
な
っ
て
き
ま
す
。�

　
ま
た
、若
い
人
に
は
東
京
ば
か
り
で
な
く
、地

方
に
も
目
を
向
け
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。�

　
そ
し
て
地
域
に
目
を
向
け
る
時
に
も
、マ
ク
ロ

的
な
目
を
持
た
な
い
と
ダ
メ
だ
と
思
い
ま
す
。

全
国
的
、世
界
的
な
視
野
で
物
事
を
考
え
な
が

ら
、地
域
と
ど
う
う
ま
く
結
び
つ
け
る
か
を
考

え
る
こ
と
が
重
要
で
す
。ま
た
、こ
れ
か
ら
は
国

際
化
の
時
代
で
す
の
で
、英
語
は
徹
底
的
に
勉

強
し
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。�

���学
長
　
長
崎
大
学
の
教
育
の
理
念
を
わ
か
り

や
す
く
言
い
ま
す
と
、人
に
会
っ
た
時
、自
分
か

ら
最
初
に
挨
拶
が
で
き
て
、ち
ゃ
ん
と
自
分
の
言

葉
で
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
、そ
し
て
平
和

を
大
切
に
す
る
人
間
を
育
て
る
と
い
う
こ
と
で

す
。「
学
生
顧
客
主
義
」を
通
し
て
、そ
う
い
う

方
針
で
頑
張
っ
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。�

知
事
　
大
学
と
い
う
の
は
、学
長
や
理
事
長
が

き
ち
ん
と
し
た
理
念
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
大

事
な
こ
と
で
す
。お
話
を
聞
い
て
、齋
藤
学
長
の

意
気
込
み
が
積
極
的
な
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。�

学
長
　
徹
底
的
に
や
り
ま
す
。学
生
の
た
め
に
、

教
官
や
職
員
み
ん
な
が
や
る
気
を
出
し
、そ
し

て
大
学
が
変
わ
っ
て
き
た
と
実
感
で
き
る
よ
う

に
な
れ
ば
、い
ず
れ
卒
業
生
た
ち
が
喜
ん
で
大

学
の
魅
力
を
世
に
広
め
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。

そ
う
し
て
、彼
ら
が
長
崎
大
学
に
帰
属
意
識
を

持
つ
よ
う
な
大
学
に
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。ま
ず
は
、そ
れ
が
第
一
歩
と
い
う
こ
と
で

す
。�

知
事
　
大
変
で
し
ょ
う
が
、頑
張
っ
て
欲
し
い
と

思
い
ま
す
。県
と
長
崎
大
学
の
連
携
は
本
当
に

大
切
だ
と
考
え
て
い
ま
す
の
で
、も
っ
と
協
力
し

合
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。�

学
長
　
地
域
の
た
め
に
、さ
ら
に
交
流
を
深
め

ま
し
ょ
う
。ど
う
ぞ
、よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。�



病
気
予
防
の
処
方
箋�

花
粉
症
�　第一の予防策はアレルゲンからの回避です。や

はりマスクやメガネで花粉にさらされないための予

防が基本でしょう。実際に、マスク装用により鼻内

の花粉の量が3分の1に減少したとの報告もあります。

現在は安価で性能の良いものも多く市販されており、

使い捨てが衛生的にも勧められています。また、毎

日の花粉飛散状況を各種マスコミで知ることができ

ます。飛散の多い日は外出を控えるなど有効利用さ

れると良いでしょう。�

く
し
ゃ
み
、
鼻
水
、
鼻
づ
ま
り
、
目
の
か
ゆ
み
。�

時
と
場
所
を
選
ば
ず
襲
っ
て
く
る�

花
粉
症
の
つ
ら
い
症
状
。�

毎
年
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
勉
強
も
、
仕
事
も�

手
に
つ
か
な
い
と
い
う
人
も�

い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
？�

さ
っ
そ
く
基
本
的
な
予
防
策
を
は
じ
め
ま
し
ょ
う
。�

　花粉症治療の基本は抗ヒスタミン剤やロイコトリ

エン拮抗薬などによる薬物治療ですが、症状によっ

てはレーザー照射など種々の手術療法も非常に有

効です。いずれの方法も安全で大がかりな手術で

なく、ほとんど痛みもありません。さらに、これらの治

療は花粉飛散前に行うとその有効性が増強される

ことがわかっています（予防的治療）。シーズン前

の早期受診をお勧めします。�

　昨年の冷夏の影響でスギ花粉の飛散量は少な

いようですが、それでもマスクとメガネが手放せない

毎日をおくっている人も多いのではないでしょうか？ 

現在、日本人の7人に1人はアレルギー性鼻炎に罹

患しているといわれています。このうち花粉をアレル

ゲン（アレルギーの原因物質）とするものが花粉症

であり、その多くはスギ花粉やスギ花粉と同じ抗原

性を持つヒノキ花粉がアレルゲンです。残念ながら

現代の医学ではこの花粉症を完治させることはで

きません。では、この時期を快適に乗りこえるにはど

のようにすればいいのでしょうか？�

長崎大学医学部・歯学部附属病院耳鼻咽喉科�

〒852-8501　長崎市坂本1-7-1  TEL095-849-7349  FAX095-849-7352

海江田　哲�

◆スギ花粉症の治療は？�

◆日本人の7人に1人は花粉症�

◆スギ花粉症は予防できる？�

　風邪による上気道粘膜の障害は、花粉症の憎

悪因子です。さらに、花粉症により鼻粘膜に炎症が

起こると風邪を引きやすくなります。また、過度の飲

酒なども鼻づまりの原因になります。充分な睡眠を

とり規則正しい生活を送ることが重要と考えられます。�

◆規則正しい生活を�
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■ 長崎県におけるスギ・ヒノキ花粉の年別飛散数�
（資料提供：長崎県医師会）�
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理
事
　
福
永 

博
俊�

今、変革の波の真っただ中にある大学教育。教育の質の充実と、世界

で活躍できる人材の育成が重要な課題になっています。その大学の

教育改善を促進するために設けられたのが、文部科学省の「特色ある

大学教育支援プログラム」。全国から優れたプログラムだけが選ばれ

るこの事業で、長崎大学は、国立大学で唯一複数の採択を受けました。�

部
科
学
省
の「
特
色
あ
る
大
学
教
育
支

援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」は
、平
成
十
五
年
度
か

ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。こ
れ
は
大
学
教
育
改

善
の
取
り
組
み
の
う
ち
、特
色
の
あ
る
優
れ
た

も
の
を
選
び
、そ
れ
ら
の
事
例
を
広
く
社
会
に

情
報
提
供
す
る
こ
と
で
、今
後
の
日
本
の
大
学

教
育
全
体
の
改
善
に
役
立
た
せ
る
こ
と
が
目
的

で
す
。平
成
十
五
年
度
に
は
、全
国
の
大
学
・
短

期
大
学
か
ら
六
六
四
件
の
申
請
が
あ
り
、そ
の

う
ち
八
十
件
が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。本
学
で
は
、

大
学
独
自
で
申
請
し
た
「
特
色
あ
る
初
年
次

教
育
の
実
践
と
改
善
―
教
育
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン

ト
サ
イ
ク
ル
の
構
築
―
」と
本
学
工
学
部
と

新
潟
大
・
富
山
大
工
学
部
が
共
同
で
申
請
し
た

「
も
の
づ
く
り
を
支
え
る
工
学
力
教
育
の
拠

点
形
成
―
創
造
性
豊
か
な
技
術
者
を
志
す
学

生
の
連
携
に
よ
る
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
―
」が
採

択
さ
れ
ま
し
た
。 
�

　
「
特
色
あ
る
初
年
次
教
育
の
実
践
と
改
善
」

は
、初
年
次
教
育
で
あ
る
全
学
教
育
の
教
養
セ

ミ
ナ
ー
、環
境
科
学
部
の
文
理
融
合
共
通
科
目
、

お
よ
び
工
学
部
の
リ
メ
デ
ィ
ア
ル
教
育
に
、本
学

で
開
発
し
た
教
育
実
施
改
善
の
た
め
の「
教
育

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
サ
イ
ク
ル
」を
組
み
込
む
も
の
で

す
。大
学
教
育
機
能
開
発
セ
ン
タ
ー
の

機
能
を
活
用
し
た
本
格
的
な
教
育
実

施
改
善
サ
イ
ク
ル
導
入
の
先
進
性
と
、こ

れ
ま
で
の
優
れ
た
実
績
等
に
裏
打
ち
さ
れ
た

実
効
性
が
高
く
評
価
さ
れ
ま
し
た
。�

　
「
も
の
づ
く
り
を
支
え
る
工
学
力
教
育
の

拠
点
形
成
」に
つ
い
て
は
、平
成
六
年
度
以
降
三

大
学
共
同
で
行
っ
て
き
た
専
門
高
校
卒
業
生

を
対
象
と
し
た
リ
メ
デ
ィ
ア
ル
教
育（
補
習
授
�

業
）に
関
す
る
調
査
研
究
と
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

開
発
を
基
礎
と
し
て
い
ま
す
。相
対
的
な
意
味

で
、専
門
高
校
出
身
学
生
は
、も
の
づ
く
り
の
経

験
や
意
欲
に
富
み
、普
通
高
校
出
身
学
生
は
、

入
学
時
の
段
階
で
基
礎
学
力
を
十
分
に
持
っ
て

い
ま
す
。こ
れ
ら
の
高
校
で
の
学
習
経
験
の
特

徴
を
考
慮
し
た
新
し
い
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開

発
と
そ
の
取
り
組
み
の
先
進
性
が
高
く
評
価

さ
れ
ま
し
た
。�

　
一
大
学
か
ら
複
数
の
採
択
が
あ
っ
た
国
立
大

学
は
、長
崎
大
学
の
み
で
し
た
。長
崎
大
学
の
一

員
と
し
て
誇
り
に
思
う
と
と
も
に
、一
層
の
教

育
改
善
に
取
り
組
む
責
任
を
痛
感
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。�

国立大学で�唯一の�複数採択！�
G O O D  P R A C T I C E

「
特
色
あ
る
大
学
教
育
支
援�

 

プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
採
択
を
受
け
て�

文�
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初
年
次
教
育
�

大
学
で
の「
学
び
」
を
�

成
功
さ
せ
る
た
め
の「
し
か
け
」
�

特色ある初年次教育の�
実践と改善�

1

教育マネジメント�
サイクルの構築�

教養�
教育�

専門教育�

大学院教育�

特色ある�
初年次教育�

高校教育�

・学部混在型教養セミナー（全学教育）�

・文理融合型専門教育（環境科学部）�

・リメディアル教育（工学部）�

主体的・自主的勉学意欲の涵養�

複合領域としての環境科学の基礎力養成�

多様化する入学生への対応�

　
今
年
も
長
崎

大
学
に
は
約
�

一
、七
〇
〇
人

の
学
生
が
高
校

か
ら
入
学
し
て

き
ま
し
た
。
こ

れ
か
ら
ど
う
い

う
学
生
生
活
が

始
ま
る
の
か
、ど

ん
な
勉
強
を
し

な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
、期
待
と
不
安
で
い
っ

ぱ
い
の
新
入
生
だ
と
思
い
ま
す
が
、大
学
で
の
学

習
面
か
ら
考
え
た
場
合
に
最
も
重
要
な
の
が
、

実
は
こ
の
入
学
後
最
初
の
一
年
間
、つ
ま
り「
初

年
次
」で
の
経
験
で
す
。�

　
高
校
と
大
学
で
の
学
習
の
決
定
的
な
違
い
は
、

大
学
で
は「
答
え
の
な
い
こ
と
に
つ
い
て
自
分
か

ら
答
え
を
出
す
た
め
に
学
ぶ
」と
い
う
こ
と
で

す
。高
校
ま
で
は
、先
生
か
ら
出
さ
れ
た
問
題

に
対
し
て
正
解
を
出
し
て
い
っ
た
り
、自
分
で
勉

強
す
る
に
し
て
も
、解
い
た
問
題
は
参
考
書
や

問
題
集
に
つ
い
て
い
る
解
答
を
み
て
確
認
し
て

い
く
、と
い
う
の
が
一
般
的
で
す
。�

　
と
こ
ろ
が
、大
学
で
は
文
系
・
理
系
を
問
わ
ず
、

こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
く
て
、自

分
か
ら
世
の
中
で
分
か
っ
て
い
な
い
こ
と
を
探
し

出
し
て
そ
の
答
え
を
引
き
出
す
方
法
を
考
え
、

実
際
に
答
え
を
出
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ

ま
す
。つ
ま
り「
解
答
が
な
い
こ
と
へ
の
解
答
」

を
出
し
て
い
く
た
め
の
勉
強
を
す
る
、と
い
う
こ

と
で
す
。�

　
高
校
ま
で
と
大
学
で
の
勉
強
の
方
法
は
、目

的
が
大
き
く
違
い
ま
す
か
ら
当
然
大
き
く
変
�

わ
っ
て
き
ま
す
。こ
の
根
本
的
な
変
化
に
早
く

気
づ
き
、学
習
の
ス
タ
イ
ル
を
変
え
て
い
か
な
け

れ
ば
、学
生
は
大
学
の
勉
強
が
ど
ん
ど
ん
進
み
、

か
つ
多
く
の
授
業
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
に
つ

れ
て「
自
分
は
何
を
勉
強
し
て
い
る
ん
だ
ろ
う
？
」

と
か「
こ
の
勉
強
を
し
て
何
の
意
味
が
あ
る
ん

だ
ろ
う
？
」と
混
乱
し
、大
学
で
の
学
習
意
欲

を
な
く
し
て
し
ま
い
か
ね
ま
せ
ん
。�

　
長
崎
大
学
で
は
、学
生
が
高

校
ま
で
培
っ
て
き
た「
学
ぶ
」こ

と
へ
の
考
え
方
や
方
法
を
変
え

て
、大
学
で
の「
学
び
」に
ス
ム
ー

ズ
に
転
換
し
て
い
く
た
め
の
様
々

な「
し
か
け
」を
初
年
次（
一
年
生
）に
用
意
し

て
い
ま
す
。今
回
の「
特
色
あ
る
大
学
教
育
支

援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」で
は
次
の
よ
う
な
三
本
柱
の
教

育
シ
ス
テ
ム
が
評
価
を
受
け
ま
し
た
。�

■
全
学
教
育
�

〈
学
部
混
在
型
教
養
セ
ミ
ナ
ー
〉
�

学
生
も
先
生
も
様
々
な
学
部
所
属
の
人
た
ち

で
ク
ラ
ス
を
作
り
、多
様
な
考
え
方
に
触
れ
な

が
ら
、大
学
で
の
学
習
方
法（
レ
ポ
ー
ト
作
成
・
�

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン・ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
な
ど
）

を
経
験
す
る
十
名
一
ク
ラ
ス
の
少
人
数
セ
ミ
�

ナ
ー
で
す
。�

■
環
境
科
学
部
�

〈
文
理
融
合
型
専
門
教
育
〉
�

高
校
の
時
に
文
系
ク
ラ
ス
だ
っ
た
学
生
も
理
系

ク
ラ
ス
だ
っ
た
学
生
も
、一
年
生
で
文
系
・
理
�

系
分
け
る
こ
と
な
く
学
び
、初
年
次
教
育
で
両

方
の
見
方
か
ら
環
境
科
学
を
考
え
る
力
を
育

て
ま
す
。�

■
工
学
部
�

〈
リ
メ
デ
ィ
ア
ル
教
育
〉
�

専
門
高
校
か
ら
工
学
部
に
入
っ
た
学
生
が
、高

校
で
学
ん
で
い
な
い
内
容
が
あ
っ
て
も
ス
ム
ー
ズ

に
専
門
の
授
業
に
つ
い
て
い
け
る
よ
う
に
支
援

す
る
補
習
授
業
で
す
。�

�　
こ
う
し
た「
し
か
け
」に
よ
っ
て
、大
学
で
の「
学

び
」の
考
え
方
に
学
生
が
転
換
し
、ま
た
、基
礎

的
な
知
識
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、先
生
か

ら
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
待
つ
の
で
は
な
く
自
分

長崎大学のカリキュラム（教育課程）
モデル図。初年次教育は、高校教
育から大学教育を接続する意味で
大きな意味をもっています。�

大学教育機能開発センター�
講師　井手弘人�
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1月21日に大阪で開催された
「特色ある大学教育支援プ
ログラム」成果発表会場の風
景。長崎大学のブースには多
くの人が集まって説明を聞き、
用意した資料は30分で全て
なくなるなど、全国的にも高い
関心を集めました。�

か
ら
現
在
あ
る
情
報
を
整
理
・
活
用
し
て
勉
強

の
課
題
を
設
定
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

初
年
次
で
し
っ
か
り
身
に
つ
け
て
も
ら
う
こ
と

を
進
め
て
い
ま
す
。初
年
次
で
の
成
功
は
そ
の

後
の
大
学
卒
業
ま
で
を
も
成
功
に
導
く
重
要

な
ポ
イ
ン
ト
な
の
で
す
。�

�������

　
学
生
に
よ
い
教
育
を
提
供
し

続
け
て
い
く
た
め
に
は
、教
え
る

側
と
学
生
と
で
、ど
の
よ
う
な
�

「
し
か
け
」に
し
て
い
く
か
に
つ
い

て
常
に
話
し
合
い
、改
善
し
て
い

か
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。そ
の

枠
組
み
が「
教
育
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

サ
イ
ク
ル
」で
す
。�

　
こ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
流
れ

で
進
め
ら
れ
て
い
き
ま
す
。�

授
業
を
担
当
す
る
先
生
と

教
育
課
程
を
つ
く
る
担
当

の
先
生
と
で
、ど
う
い
う
授

業
内
容
に
す
る
か
話
し
合

い
を
し
て
方
針
を
決
め
る
。�

教
育
課
程
を
つ
く
る
先
生

は
、話
し
合
い
の
成
果
を
も

と
に
大
学（
学
部
）と
し
て

の
教
育
方
針
を
正
式
に
定

め
る
。�

そ
の
方
針
に
し
た
が
っ
て

ど
ん
な
授
業
設
計
に
す
る
か
研
修（
F
D
）

を
受
け
る
。�

学
生
に
よ
る
授
業
評
価
を
行
い
、■
の
成

果
が
学
生
に
ど
れ
だ
け
伝
わ
っ
て
い
る
か
を

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
。�

�　
先
生
個
人
の
努
力
だ
け
で
な
く
、組
織
と
し

て
の
授
業
づ
く
り
を
進
め
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

も
、長
崎
大
学
は
特
色
あ
る
教
育
の
一
環
と
し

て
、高
い
評
価
を
得
ま
し
た
。こ
れ
ま
で
の
大
学

の
授
業
は
、先
生
個
人
に
全
て
を
任
せ
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
多
く
、同
じ
授
業
科
目
名
で
も
内

容
が
全
然
違
う
と
か
、先
生
に
よ
っ
て
単
位
の

取
得
が
や
さ
し
か
っ
た
り
、逆
に
厳
し
か
っ
た
り

と
、基
準
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。例
え
ば
、今
回
の「
教
養

セ
ミ
ナ
ー
」で
は
、学
生
と
の
話
し
合
い
を
通
し

て
、具
体
的
な
授
業
内
容
や
方
針
を
学
生
と

先
生
が
共
同
で
決
め
て
い
き
ま
す
。ま
た
基
準

そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
学
生
の
声（
学
生
に
よ
る

授
業
評
価
）を
参
考
に
、常
に
改
善
努
力
を
行

い
、ス
パ
イ
ラ
ル
ア
ッ
プ
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。こ
の

よ
う
な
枠
組
み
が
、「
教
育
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
サ
イ

ク
ル
」で
、本
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
特
徴
と
な
っ
て
い
ま

す
。�

　
こ
の
他
に
も
、長
崎
大
学
に
は
学
部
別
の
専

門
教
育
、い
わ
ゆ
る
教
養
教
育
と
し
て
の
全
学

教
育
の
そ
れ
ぞ
れ
で
、ユ
ニ
ー
ク
で
効
果
的
な
初

年
次
教
育
の「
し
か
け
」を
た
く
さ
ん
用
意
し

て
い
ま
す
。ま
た
、よ
り
良
い「
し
か
け
」を
随

所
に
取
り
入
れ
た
授
業
づ
く
り
の
た
め
に
、授

業
の
改
善
努
力
を
先
生
た
ち
は
常
に
行
っ
て
い

ま
す
。�

　
み
な
さ
ん
も
長
崎
大
学
で
特
色
あ
る「
し
か

け
」を
体
験
す
れ
ば
、大
学
で
の「
学
び
」の
世

界
も
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。�

1

教
育
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
�

サ
イ
ク
ル
�

良
い「
学
び
」
を
経
験
し
て
�

も
ら
う
た
め
の「
し
か
け
」
を
�

共
に
考
え
る
枠
組
み
�

1

3

4

23

特色ある初年次教育�

評価結果分析→FD→�
改善すべき課題→解決方策�
（授業担当者、カリキュラム設計者）�

改善方針の決定�

全学教育�
（教養セミナー）�

専門教育�
（文理融合型）�

リメディアル�
教　育�

改善�

実施� 評価�

FD 1

カリキュラム上の目標及び�
成績評価基準の具体化�
（カリキュラム設計者）�

カリキュラム基準の決定�2

FD→授業デザイン�
（授業担当者）�

シラバスの�
作成�

3

（授業担当者）�

授業実践・学生による授業評価�4

シラバス：「授業計画
書」のこと。大学では、
どのような計画で授業
を進めるかを学生に事
前に提示したうえで授
業を行うことが一般的
です。�

FD：「ファカルティ・ディベロップ
メント(Faculty Development)」
の略。教育改善などを中心に、
先生たちが研修を通じて大学
の教員としての資質を継続して
改善していく活動のことをさしま
す（『CHOHO』第3号14～15
ページにも関連記事が掲載し
てあります）�

FD

■ 教育マネジメントサイクル�
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二
十
一
世
紀
に
お
け
る
工
学
系
技

術
者
は
、優
れ
た
技
術
力
と
共
に
、

人
や
環
境
に
優
し
い『
も
の
づ
く

り
』や『
デ
ザ
イ
ン
』を
実
現
で

き
る
優
れ
た
能
力
と
高
い
倫
理

観
を
備
え
て
い
る
人
材
が
望
ま

れ
ま
す
。長
崎
大
学
、新
潟
大
学
、

富
山
大
学
の
三
大
学
工
学
部
が

共
同
で
提
案
し
た「
も
の
づ
く
り
を

支
え
る
工
学
力
教
育
の
拠
点
形
成
〜

創
造
性
豊
か
な
技
術
者
を
志
す
学
生
の

連
携
に
よ
る
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
〜
」で
は
、「
も
の

づ
く
り
を
支
え
る
総
合
的
な
力
」＝『
工
学
力
』

と
位
置
付
け
、工
学
系
技
術
者
に
必
要
と
さ
れ

て
い
る
人
間
性
、社
会
性
、専
門
性
を
養
い
ま
す
。�

������　
長
崎
大
学
、新
潟
大
学
、富
山
大
学
で
は
、十

年
ほ
ど
前
か
ら
全
国
の
国
立
大
学
に
先
が
け
、

専
門
高
校
卒
業
生
の
受
け
入
れ
を
実
施
し
、

補
習
授
業
を
す
す
め
て
き
ま
し
た
。専
門
高
校

卒
業
生
は
、も
の
づ

く
り
に
重
点
を
お
い

た
教
育
を
受
け
て
お

り
、普
通
高
校
卒
業

生
と
比
べ
て
数
学
や

物
理
な
ど
の
基
礎
科

目
の
学
力
が
や
や
不

足
し
て
い
ま
す
が
、も

の
づ
く
り
に
お
け
る

意
欲
が
旺
盛
で
目
的

意
識
が
し
っ
か
り
し

て
い
ま
す
。一
方
、普

通
高
校
卒
業
生
は

基
礎
知
識
は
備
わ
っ
て
い
ま
す
が
、実
際
の
も
の

づ
く
り
に
活
か
せ
な
い
場
合
が
多
い
の
が
実
情

で
す
。�

　
三
大
学
工
学
部
で
は
、専
門
高
校
卒
業
生
の

受
け
入
れ
に
よ
り
、専
門
高
校
・
普
通
高
校
卒

業
生
が
、お
互
い
に
良
い
刺
激
を
与
え
合
い
な
が

ら
成
長
す
る
と
い
う
教
育
効
果
と
同
時
に
、こ

の
取
り
組
み
を
通
し
て
工
学
教
育
全
体
が「
も

の
づ
く
り
」に
も
う
一
度
立
ち
戻
る
こ
と
の
必

要
性
を
強
く
認
識
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

本
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、こ
の
よ
う
な
専
門
高
校
卒
業

生
の
受
け
入
れ
に
お
け
る
教
育
・
研
究
の
実
績

が
お
お
い
に
評
価
さ
れ
、文
部
科
学
省
の「
特

色
あ
る
大
学
教
育
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」に
採

択
さ
れ
ま
し
た
。�

������　
学
生
が
自
主
的
な
も
の
づ
く
り
に
取
り
組

め
る
よ
う
な
教
育
環
境
を
整
備
し
、学
生
の
学

び
を
積
極
的
に
支
援
す
る
本
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、次

の
三
本
の
柱
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。�

��
コ
ン
テ
ス
ト
を
通
じ
て
、技
術
者
と
し
て
の
も

の
づ
く
り
の
喜
び
を
体
験
さ
せ
る
こ
と
が
目

的
で
す
。三
大
学
工
学
部
の
学
生
が
自
由
な

テ
ー
マ
で
コ
ン
テ
ス
ト
作
品
を
製
作
し
ま
す
。�

長
崎
、新
潟
、富
山
の
�

三
大
学
工
学
部
が
�

共
同
提
案
�

三
大
学
工
学
部
に
お
け
る�

専
門
高
校
卒
業
生�

受
け
入
れ
の
実
績�

新
し
い
工
学
教
育�

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
創
成
す
る�

三
本
の
柱�

◎
も
の
づ
く
り
・
ア
イ
デ
ィ
ア
コ
ン
テ
ス
ト�

2

ものづくりを�
支える工学力�
教育の拠点形成�
創造性豊かな技術者を�
志す学生の連携による�
教育プログラム�

2

1

ものづくり�
アイディアコンテスト�

3大学共同ものづくり�
アイディアコンテスト計画部会�

リメディアル�
教育�

3大学工学部における実地体制�

3大学連携リメディアル�
教育計画部会�

3
大
学
連

携
工
学力

教育プロジェクト
推

進
委
員
会

3
大
学
連

携
工
学力

教育プロジェクト
推

進
委
員
会

長

崎
大
学
、 新 潟 大 学 、 富

山
大
学

地域・企業�
技術交流�

小中高�
との連携�

「創造工学センター」の看板を上掲する齋藤学長と小山工学部長�
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��
こ
れ
ま
で
の
補
習
授
業
を
継
続
す
る
と
同

時
に
、学
生
が
必
要
と
思
っ
た
と
き
に
基
本

に
立
ち
返
り
学
べ
る
環
境
づ
く
り
を
め
ざ
し

ま
す
。ま
た
、リ
メ
デ
ィ
ア
ル
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム

と
基
礎
力
を
育
成
す
る
た
め
の
モ
デ
ル
教
材

の
提
案
や
開
発
を
行
い
ま
す
。こ
れ
ら
の
教

材
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て
利
用
で
き
る

ユ
ビ
キ
タ
ス
学
習
環
境
も
構
築
し
ま
す
。�

��������
学
生
の
自
主
的
な
も
の
づ
く
り
の
環
境
を

支
援
す
る
セ
ン
タ
ー
で
、積
極
的
に
も
の
づ
く

り
に
挑
戦
す
る
動
機
づ
け
と
な
る
よ
う
な
�

「
学
生
参
加
型
」の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発

も
行
い
ま
す
。長
崎
大
学
で
は
、平
成
十
五

年
十
二
月
一
日
に
工
学
部
一
号
館
内
に
設

置
さ
れ
ま
し
た
。�

�
◎
リ
メ
デ
ィ
ア
ル
教
育�

◎
創
造
工
学
セ
ン
タ
ー�

3
大
学
連

携
工
学力

教育プロジェクト
推

進
委
員
会

※
�

※
�

も
の
づ
く
り
・
ア
イ
デ
ィ
ア
コ
ン
テ
ス
ト
in
長
崎
�

努力賞を受賞した長崎大学出展の「江戸時代の思案橋の復元計画」。
模型は文献資料をもとに復元。�

ユニーク賞を受賞した富山大学出展の「物
理現象体感ものづくり」。超電導体が円
の中を浮いた状態で動くのを見せてくれ
るユニークな実験。�

「ものづくり・アイディアコン
テストin長崎」で開会の辞
を述べる実行委員長の石
田教授。�

最優秀賞を受賞した新潟大学
出展のホバークラフトに試乗す
る小山工学部長。�

工学教育の現状に
対するパネリストたち
の率直な意見に聴
衆も聞き入っていた。�

◎技術者としての喜びを体験するコンテスト�

　平成16年1月26日、「もの

づくり・アイディアコンテストin

長崎」が開催されました。こ

のコンテストは三大学共同主

催で、すでに新潟大学、富山大

学では、昨年の12月に実施さ

れています。会場となった長

崎大学工学部には、新潟大学、

富山大学の学生や先生方、長

崎県内の高校の先生方、企業関係者など約300人が集

まり賑やかに行われました。�

　このコンテストの目的は、学生たちに入学後の早い時

期に自主的にものづくりに取り組むきっかけを与え、技

術者としての喜びを体験させることです。3大学から出

展された作品数は、全48点（長崎大

学39点、富山大学6点、新潟大学3点）。

伝統的なものから近未来的のも

の、また、光、水、食品、超音波、

デジタルの世界など多種多

様な作品が展示され、工学

分野の幅広さをあらためて

感じさせられる内容となりま

した。�

　仲間たちと製作に取り組

んだ学生からは、「も

のづくりの楽し

さや面白さを

体験した」とい

う声が多く聞かれました。�

�

�

�

　このイベントに合せて、工学部構造工学科3年生の「ブ

リッジコンテスト」の公開授業、講演会とパネルディス�

カッションも行われました。�

　「ブリッジコンテスト」は、限られた条件で橋の模型を�

作ってその耐荷力や美観を競い合うコンテストで、学生

が楽しみながら工学的センスや創造性を高めることが

できるとして、高く評価されています。授業では、学生が

グループごとに製作した橋の模型を次々に発表。大勢

の見学者は興味津々でその様子に見入っていました。�

　また、「自主性と創造性を育むものづくり教育について」

のテーマで行われた、講演会とパネルディスカッションで

は、学外講師、教員、学生らがそれぞれの立場で工学教

育の現状と問題点を語り、「実学教育の原点にもどろう」

「教官の役割は良きアドバイザーであるべき」「学生た

ちに企業でのものづくりをもっと見せたい」など、活発な

意見が交わされました。�

◎工学教育の現場を見る、現状を語り合う�

主催／長崎大学、新潟大学、富山大学�

ブリッジコンテストの
公開授業。模型の
製作を通じて工学力
が鍛えられる。�

R E P O R T

※
リ
メ
デ
ィ
ア
ル
教
育
…
工
学
部
に
お
け
る
リ
メ
デ
ィ
ア
ル
教
育

に
お
い
て
、数
学
、英
語
、物
理
、化
学
な
ど
高
校
で
習
う
基

礎
科
目
の
学
力
を
補
う
た
め
にface to face

の
授
業
の

他
、W
E
B
ベ
ー
ス
な
ど
の
教
材
を
利
用
し
な
が
ら
補
完
的

講
義
を
行
う
。�

※
ユ
ビ
キ
タ
ス
…
ラ
テ
ン
語
で
「
ど
こ
に
で
も
存
在
す
る
」
と
い

う
意
味
の
言
葉
。
身
の
回
り
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
埋
め
こ
ん

だ
超
小
型
の
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
で
、い
つ
で
も
、ど
こ
で
も
簡
単
に

情
報
を
や
り
と
り
で
き
る
次
世
代
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
の
キ
ー

ワ
ー
ド
。�



株式会社 ＰＡＬ構造　代表取締役　菅 洋一 氏�

■とりかぶと生活科学研究所（大村市）　環境との関わりに関心を持つ
菅氏が運営する自然学校。多良山系鳥甲山ふもとの山村を学習フィール
ドに自然観察会、山村生活体験などを行っている。�

自 然 の 法 則 を 社 会 の か た ち に �自 然 の 法 則 を 社 会 の か た ち に �
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Y O I C H I  K A N

PAL構造本社外観。
ISO9001およびISO 
14001認証取得企業。�

　
私
は
、二
十
世
紀
の
真
ん
中
、戦
後
生
ま
れ
の
い
わ
ゆ

る「
団
塊
の
世
代
」に
属
す
る
。�

　
白
黒
テ
レ
ビ
が
初
め
て
家
庭
に
入
り
始
め
た
の
は
、小

学
校
の
高
学
年
の
頃
で
、そ
の
後
す
ぐ
に
電
気
洗
濯
機

や
冷
蔵
庫
も
登
場
し
た
。高
度
経
済
成
長
期
に
は
、核

家
族
化
の
中
で
マ
イ
ホ
ー
ム
の
建
築
ラ
ッ

シ
ュ
が
始
ま
り
、数
々
の
家
電
製
品
な

ど
が
生
み
出
さ
れ
、普
及
し
た
。家

庭
で
は
こ
の
頃
か
ら〈
モ
ノ
〉が
増

え
続
け
、世
の
中
が
豊
か
に
な
っ

て
い
く
よ
う
に
、子
ど
も
心
に

感
じ
た
。�

　「
科
学
技
術
の
発
達
」も
体

験
し
て
き
た
。エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス

技
術
で
は
、真
空
管
の
時
代
か
ら

ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
、そ
し
て
今
日
の
半
導
体

の
時
代
へ
。鉄
道
は
、電
車
が
登
場
す
る
以

前
は
デ
ィ
ー
ゼ
ル
エ
ン
ジ
ン
駆
動
で
、さ
ら
に
そ
の
前
は
蒸

気
機
関
車
の
時
代
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
、記
憶
に
深
く

懐
か
し
い
。人
類
史
上
、近
代
科
学
技
術
の
恩
恵
を
最

も
タ
イ
ミ
ン
グ
良
く
享
受
し
た
世
代（
？
）と
い
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。�

　
私
達
の
子
ど
も
時
代
に
は
、自
然
と
共
生
す
る
暮
ら

し
が
あ
っ
た
。地
域
の
環
境（
野
原
、田
ん
ぼ
、林
、鎮
守
の

森
、墓
地
、小
川
な
ど
）は
、子
ど
も
達
の
も
の
で
あ
り
、

遊
び
や
祭
り
を
通
じ
、地
域
を
知
っ
た
。柿
や
栗
な
ど
の

木
の
実
は
、自
然
の
恵
み
と
し
て
、子
ど
も
達
で
分
け
あ

い
、上
手
に
管
理
し
た
。日
本
人
は
、世
界
一
手
先
が
器

用
だ
、と
よ
く
聞
か
さ
れ
た
し
、「
肥
後
の
守
」（
小
刀
）

は
、鉛
筆
削
り
、木
工
細
工
、魚
の
解
体
な
ど
に
い
つ
も
不

可
欠
だ
っ
た
。そ
し
て
、失
敗
し
て
自
分
で
切
っ

た
指
の
痛
み
か
ら
、人
を
傷
つ
け
て
は
な

ら
な
い
、と
い
う
道
理
が
わ
か
っ
た
。

ま
た
、家
族
は
日
々
顔
を
合
わ
せ
、

苦
楽
を
共
に
し
、先
祖
を
大
切

に
す
る
よ
う
に
、教
え
ら
れ
た
。�

　
シ
ン
プ
ル
で
ス
ロ
ー
、精
神
的

に
豊
か
だ
っ
た
あ
の
頃
の
暮
ら
し
。

古
き
良
き
時
代
へ
の
郷
愁
か
ら
、

今
日
の
日
本
の
現
状
を
嘆
き
悲
し

む
こ
と
よ
り
も
、「
明
日
の
時
代
」の
モ

デ
ル
と
し
て
検
証
し
、遠
く
伝
え
て
ゆ
き
た
い

も
の
だ
。�

　
話
を
変
え
る
と
、最
近
で
は
、国
公
私
立
大
学
を
問

わ
ず
、有
力
企
業
と
の
研
究
開
発
な
ど
に
関
す
る
提
携

が
盛
ん
で
、大
学
も
企
業
も
競
争
相
手
の
動
向
に
戦
々

恐
々
だ
。あ
る
企
業
は
、産
業
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
答
え
ら

れ
る
人
材
育
成
の
た
め
に
、新
し
く
大
学
を
設
立
し
よ

う
と
し
て
い
る
。日
本
の
教
育
界
に
は
も
う
任
せ
ら
れ
な

い
、と
い
う
こ
と
だ
。�

　
一
方
、国
立
大
学
も
、今
年
四
月
か
ら
国
立
大
学
法

人
と
い
う
も
の
に
模
様
替
え
し
た
。一
体
ど
の
よ
う
に

変
わ
っ
て
い
く
の
か
、外
か
ら
は
み
え
な
い
。た
だ
昨
今
、

大
学
は
、地
域
産
業
の
振
興
に
貢
献
す
る
こ
と
を
、特
に

要
求
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、大
学
人
が「
知
識
の
商
品

化
や
サ
ー
ビ
ス
」の
み
に
、日
々
奔
走
す
る
必
要
も
な
い

だ
ろ
う
。�

　
か
つ
て
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
代
表
さ
れ
る
今
日
の
様
な

情
報
化
社
会
の
到
来
を
予
測
で
き
な
か
っ
た
時
代
に
は
、

「
知
識
の
蓄
積
と
そ
の
抱
え
込
み
」が
、大
学
あ
る
い
は

大
学
人
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー（
飯

の
種
）だ
っ
た
は
ず
。し
か
し
、そ
の
知
識
も
元
々
、陳
腐

化
、ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
化
の
運
命
に
あ
る
。大
学
は
、こ
れ

か
ら
末
永
く
栄
え
て
い
く
た
め
に
、果
た
し
て
何
を
拠
り

ど
こ
ろ
と
し
、活
路
を
求
め
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。�

　
古
臭
い
言
い
方
だ
が
、や
は
り
大
学
は
、世
界
を
切
り

拓
く
理
論
や
思
想
に
、そ
し
て
真

の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
基
づ
く
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ（
自
治
）の
確
立
に
、苦
心

し
て
ほ
し
い
も
の
だ
。だ
が
本
音

を
言
え
ば
、か
つ
て
の
学
生
時
代
、

「
我
が
解
体
」に
学
ん
だ
、愛
す
べ

き
同
世
代
の〈
大
学
人
〉が
、そ
の

理
想
を
求
め
、悩
み
苦
し
む
姿
を
、

今
一
度
見
て
み
た
い
。�

■ 菅 洋一（かん よういち）�
1950年愛媛県生まれ。長崎大学工学部構造
工学科卒業。79年「PAL構造」を設立。『自然
の法則を社会のかたちに』を基本理念に、各種
構造物の設計とコンピュータソフトウェアの開発・
販売、環境ビジネスなど。長崎大学工学部、環
境科学部非常勤講師。�



自 然 の 法 則 を 社 会 の か た ち に �
公設中央市場�古写真・昭和ルネサンス�1�

環境科学部　若木 太一 教授�

大正�

大正�

大正�

大正�

大正�

大正�

大正�

大正�

昭和 �

昭和 

8年�

9年�

10年�

10年�

11年�

11年�

13年�

15年�

5年�

5年�

12月�

12月�

3月�

12月�

3月�

4月�

10月�

10月�

11月�

12月�

瓦葺き木造平屋／36坪�

瓦葺き木造平屋／60坪�

瓦葺き木造平屋一部2階建／525坪�

瓦葺き木造平屋／110坪�

瓦葺き木造平屋／62坪�

瓦葺き木造平屋／80坪�

鉄筋コンクリート3階建て／533坪�

瓦葺き木造平屋／63坪�

瓦葺き木造平屋／40坪�

瓦葺き木造平屋／40坪�

館内町公設市場�

八幡町公設市場�

築町公設卸市場�

大浦公設市場�

銭座町公設市場�

本石灰町公設市場�

公設中央市場�

稲佐町公設市場�

水ノ浦公設市場�

公設卸市場浦上分場�

■公設中央市場　所蔵：長崎大学附属図書館／形状：絵はがき（写真
に彩色して凸版印刷）／サイズ：縦９.１cm×横１４.１cm／一階には天幕を張り
出し、いかにも庶民のマーケットらしく装われている。背景は青い空に白い雲、
市場の外の荷車、籠を担った物売り、路上には出店が並び、市場は買い物客
で大変な賑わいである。�

長崎滞在中の旅行者からスコットランド
の某人へ投函された絵はがきである。長
崎のあちこちを興味深く見て回っているよ
うである。「長崎佐藤弘聞堂」発行と印刷さ
れている。ながさきのオリジナル商品（CARTE 
POSTALE)である。切手が剥がされてスタン
プの記録は判らないが、"Nagasaki, Japan/３０.
１０.２８"の日付がある。昭和３年（１９２８）１０月３０
日付けか。�

■絵はがき（裏面）�

このほか市内には、水産物卸市場（長崎市尾上町）、共同果菜市場（水ノ浦
町）、長崎中央市場（材木町）、梅香崎市場（梅香崎町）、小島市場（中小
島町）、天満市場（桜馬場町）、天神市場（西立神町）などがあった。�

名称� 開設年月� 構造／建坪�
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��　
長
崎
市
本
下
町（
現
築
町
）の
市
営

公
設
中
央
市
場
を
写
し
た
絵
は
が
き

で
あ
る
。�

　
一
階
は
薄
い
ブ
ル
ー
、二
、三
階
は
モ

ス
グ
リ
ー
ン
に
塗
ら
れ
、さ
ら
に
屋
上
に

は
同
色
の
軽
装
の
建
物
が
設
け
て
あ
る
。

『
長
崎
市
制
六
十
五
年
史
』（
昭
和
三

十
四
年
刊
）の
記
事
に
よ
れ
ば
、大
正

十
三
年（
一
九
二
四
）十
月
に
開
設
さ

れ
た
も
の
で
、建
物
坪
数
五
百
三
十
三
、

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
三
階
建
て
で
あ
っ
た
。�

　
姉
さ
ん
か
ぶ
り
の
物
売
り
、風
呂
敷

包
み
を
持
っ
た
着
物
姿
の
女
性
、屈
ん

で
野
菜
を
選
ん
で
い
る
婦
人
、こ
ど
も

を
背
負
っ
た
人
な
ど
老
若
男
女
が
行

き
交
っ
て
い
る
。お
そ
ら
く
昭
和
初
年

頃
の
風
俗
と
見
う
け
ら
れ
る
。�

　
場
所
は
現
在
の〈
メ

ル
カ
築
町
〉の
そ
の

同
じ
所
で
あ
る
。こ

れ
よ
り
以
前
に
な
る

が
大
正
十
年（
一
九

二
一
）三
月
五
日
、築

町
に
公
設
卸
市
場
を
開
設
し
て
指
定

商
人
四
十
七
人
を
選
び
、野
菜
や
果

物
な
ど
の
卸
販
売
が
開
始
さ
れ
た
。当

時
長
崎
市
の
人
口
は
十
七
万
六
千
五

百
人
、世
帯
数
は
お
よ
そ
三
万
七
千
で
�

あ
っ
た
。長
崎
の
商
業
会
議
所
は
、欧

州
政
情
の
緊
迫
か
ら
物
価
が
高
騰
し
つ

つ
あ
る
こ
と
に
配
慮
し
、市
民
の
消
費

生
活
を
安
定
さ
せ
る
手
だ
て
と
し
て

公
設
市
場
を
計
画
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

昭
和
三
年（
一
九
二
八
）に
は
商
工
会

議
所
が
発
足
し
て
い
る
。当
時
の
公
設

市
場
は
右
下
表
の
通
り
で
あ
る
。�

��　
昭
和
六
年（
一
九
三
一
）九
月
満
州

事
変
勃
発
、同
七
年
三
月
満
州
国
建

国
宣
言
、翌
八
年
に
は
日
本
は
国
際
連

盟
を
脱
退
し
た
。同
九
年（
一
九
三
四
）

三
月
、満
州
国
皇
帝
に
溥
儀
が
立
て
ら

れ
、ド
イ
ツ
で
は
ヒ
ト
ラ
ー
が
総
統
に
就

任
し
た
。�

　
こ
の
絵
は
が
き
に
写
さ
れ

た
賑
わ
い
に
は
、昭
和
初
期

の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
表
裏

し
て
、慌
た
だ
し
く
変
化

す
る
時
代
の
緊
迫
感

が
感
じ
ら
れ
る
。�



Saudi Arabia イ
ス
ラ
ム
教
の
聖
地
メ
ッ
カ
を�

抱
え
る
中
東
ア
ラ
ブ
の
国
。�

【サウジアラビア編】�

Fahad-Abdullah
AL-Badrani  　�
ファハド・アブドゥッラ・�
　　アルブァドラーニ （2８才）�
　　　教育学部�

�　
私
が
日
本
語
に
初
め
て
接
し
た
の
は
、高
校

生
の
時
で
し
た
。韓
国
で
は
高
校
で
第
二
外
国

語
の
授
業
が
あ
り
、ド
イ
ツ
語
や
ス
ペ
イ
ン
語
、�

中
国
語
な
ど
い
く
つ
か
の
外
国
語
か
ら
一
つ
を

選
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。私
が
高
校
生
の
頃

は
半
数
以
上
の
生
徒
が
日
本
語
を
習
っ
て
い
た

よ
う
に
記
憶
し
て
い
ま
す
。私
の
母
は
戦
前
日

本
で
生
活
し
た
経
験
が
あ
り
ま
し
た
。そ
の
母

が
時
お
り
聞
か
せ
て
く
れ
た
思
い
出
話

の
影
響
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。高

校
を
卒
業
す
る
と
、ソ
ウ
ル
に
あ
る
韓
国

外
国
語
大
学
日
本
語
科
に
進
み
、日
本

語
を
本
格
的
に
勉
強
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。そ
し
て
、大
学
院
に
進
み
、幸
運

に
も
そ
こ
で
日
本
に
留
学
す
る
チ
ャ
ン
ス

に
め
ぐ
り
合
い
ま
し
た
。留
学
先
の
お
茶

の
水
女
子
大
学
で
は
比
較
文
化
学
を
専

攻
し
、そ
の
傍
ら
で
韓
国
語
を
教
え
る
仕

日
本
語
と
の
出
会
い
�
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ア
ラ
ビ
ア
半
島
の
大
部

分
を
占
め
る
国
土
は
日
本

の
約
五
・
七
倍
。
人
口
は
約

二
千
二
百
万
人
の
サ
ウ
ジ
ア

ラ
ビ
ア
。「
砂
漠
の
国
」
の
イ

メ
ー
ジ
を
持
つ
人
も
多
い
よ

う
に
、首
都
リ
ヤ
ド
を
含
む
内

陸
部
は
乾
燥
し
た
砂
漠
地
帯
で
す
。し
か
し
、

「
西
の
紅
海
沿
岸
、東
の
ペ
ル
シ
ャ
湾
沿
岸
で
は

ビ
ー
チ
や
緑
の
あ
る
美
し
い
景
色
が
見
ら
れ
、気

候
も
違
い
ま
す
」
と
フ
ァ
ハ
ド
さ
ん
。�

　
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
に
は
イ
ス
ラ
ム
教
の
聖
地

メ
ッ
カ
が
あ
り
、国
は
イ
ス
ラ
ム
教
と
政
治
を
一

致
さ
せ
た
君
主
制
で
、国
民
は
、「
毎
日
五
回
お

祈
り
を
し
ま
す
。お
酒
と
豚
肉
は
口
に
し
て
は

い
け
ま
せ
ん
」
と
い
っ
た
厳
格
な
イ
ス
ラ
ム
の
決

語学教育�韓国語編�
今
、ア
ジ
ア
に
注
目
が
集
ま
る
中
、韓
国
語
や
中
国
語
を
学
ぶ
学
生
が
ま
す
ま
す
増
え
て
い
ま
す
。

長
崎
大
学
で
韓
国
語
を
教
え
て
い
る
劉
先
生
。来
日
ま
で
の
い
き
さ
つ
や
ハ
ン
グ
ル
の
特
徴
な
ど

韓
国
語
が
ま
た
ひ
と
つ
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
お
話
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。�

近年、交流盛んな韓
国と日本。韓国語を
受講する学生も増え
てきた。「何かの記
号にしか見えないハ
ングル文字も、そのし
くみが分かると意外
と簡単なものですよ」

と劉先生。�
ユウ�

ユ
ウ
�

劉 

卿
美�

キ
ョ
ン�

ミ�

ユ
ウ�

◎
大
学
教
育
機
能
開
発
セ
ン
タ
ー�

助
教
授�

■ 劉 卿美（ゆう きょんみ）�
韓国ソウル市生まれ。韓国外国語大学
日本語科卒業。お茶の水女子大学大学
院人間文化研究科博士課程修了。東
海大学非常勤講師を経て現職。�



事
を
少
し
ず
つ
始
め
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。�

���　
ハ
ン
グ
ル
と
は
韓
国
語

の
文
字
の
こ
と
で
、日
本

語
で
い
え
ば
ひ
ら
が
な

に
あ
た
り
ま
す
。
一
四

四
三
年
、朝
鮮
王
朝
の
第

四
代
国
王
、世
宗
が
国
の
学

者
た
ち
を
集
め
て
作
ら
せ
た
も

の
で
す
。子
音
と
母
音
を
く
っ
つ
け

て
文
字
を
作
る
仕
組
み
で
す
。た
と

え
ば
　〔
k
〕の
子
音
と
　〔
a
〕の
母

音
を
合
わ
せ
て
　〔
k
a
〕と
な
る
具

合
で
す
。韓
国
語
の
語
順
は
日
本
語

と
同
じ
で
、英
語
を
習
っ
た
時
の
よ
う

に「
Ｓ
＋
Ｖ
＋
Ｏ
」と
か「
Ｓ
＋
Ｖ
＋
Ｃ
」な
ど
は

ま
っ
た
く
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。そ
の
ま
ま
頭
か
ら

一
つ
ず
つ
単
語
を
置
き
換
え
て
い
く
だ
け
で
い

い
の
で
す
。ま
た
韓
国
語
の
語
彙
は
漢
字
語
が

約
七
割
を
占
め
て
い
ま
す
が
、そ
の
ほ
と
ん
ど
が

日
本
語
と
共
通
し
て
い
ま
す
。「
市
民
」は
シ
ミ

ン
、「
温
度
」は
オ
ン
ド
と
、発
音
ま
で
同
じ
こ
と

も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。�

��　
歴
史
的
に
長
崎
は
朝
鮮
半
島
と
深
い
関
係

が
あ
り
ま
す
。両
国
間
の
公
式
文
書
は
常
に
対

馬
藩
を
通
じ
て
や
り
と

り
さ
れ
て
い
ま
し
た
。ま
た
、

朝
鮮
王
朝
は
徳
川
家
の

将
軍
が
交
代
す
る
度
に
朝

鮮
通
信
使
を
派
遣
し
ま
し
た
。

そ
の
際
に
は
必
ず
対
馬
を
通
過
し
、

日
本
滞
在
中
、対
馬
藩
の
者
が
通

訳
と
な
り
、護
衛
と
な
っ
て
通
信

使
た
ち
の
旅
の
安
全
と
職
務
遂

行
の
た
め
に
尽
く
し
て
い
た
ほ
ど
で
す
。�

��　
韓
国
語
を
学
ぶ
動
機
は「
韓
国
の
歌
に
興

味
が
あ
る
」「
韓
国
料
理
が
好
き
」と
い
う
素

朴
な
興
味
に
よ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。そ

れ
は
十
数
年
前
に
韓
国
で
日
本
語
を
始
め
た

私
の
動
機
で
も
あ
り
ま
す
。韓
国
語
は
日
本

語
と
文
法
も
語
彙
も
似
て
い
て
、と
て
も
別
の

言
語
と
は
思
え
な
い
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
す
。

私
に
と
っ
て
の
日
本
語
は
単
な
る
比
較
の
基
準

で
は
な
く
、半
ば
自
分
自
身
の
別
の
姿
の
よ
う

に
さ
え
思
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。私
は
韓
国

語
と
似
て
い
る
け
れ
ど
も
異
な
る
、そ
ん
な
日

本
語
を
学
習
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、韓
国
語
を

知
り
、韓
国
人
と
し
て
の
自
分
を
考
え
る
上
で

も
う
一
つ
の
尺
度
を
獲
得
し
た
と
思
っ
て
い
ま

す
。大
学
で
韓
国
語
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、

単
に
言
葉
だ
け
で
な
く
、学
生
が
自
ら
を
知
る

手
段
や
尺
度
の
一
つ
を
も
の
に
し
て
く
れ
る
こ

と
を
願
っ
て
い
ま
す
。�

よ
く
似
た
�

日
本
語
と
韓
国
語
�

長
崎
県
と
朝
鮮
半
島
の
深
い
関
わ
り
�

韓
国
語
を
学
ん
で
自
分
を
知
る
�

せ
じ
ょ
ん
�
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ま
り
を
か
た
く
な
に
守
っ
て
い
ま
す
。�

　
代
表
的
な
料
理
は
、「
カ
ッ
プ
サ
」
と
い
う
、鶏

肉
と
ご
は
ん
を
混
ぜ
合
わ
せ
た
も
の
。カ
ル
ダ

モ
ン
の
香
り
が
効
い
た
ス
パ
イ
シ
ー
な
料
理
で
す
。

砂
漠
地
帯
に
住
む
人
々
の
愉
し
み
は
休
日
の
ピ

ク
ニ
ッ
ク
。「
テ
ン
ト
や
食
料
を
車
や

バ
イ
ク
に
積
ん
で
砂
漠

へ
出
か
け
ま
す
。
余
計

な
も
の
が
何
も
な
い
荒

野
の
中
で
見
る
朝
日
は

本
当
に
感
動
的
で
す
よ
」
。�

　
こ
こ
で
フ
ァ
ハ
ド
さ
ん
か

ら
の
質
問
。「
イ
ス
ラ
ム
教

徒
が
挨
拶
の
時
に
使
う
『
ア
ッ
サ
ラ
ー
ム
・
ア
レ

イ
ク
ン
』の
意
味
は
何
で
し
ょ
う
？
」
。
日
本
で

は
「
こ
ん
に
ち
は
」
と
い
う
感
覚
で
使
わ
れ
る
日

常
的
な
言
葉
で
す
。
答
え
は『
平
和
を
あ
な
た

に
』
。『
ア
ッ
サ
ラ
ー
ム
・
ア
レ
イ
ク
ン
』と
挨
拶
さ

れ
た
相
手
は
、「
あ
な
た
に
も
平
和
を
」
と
言
葉

を
交
わ
し
ま
す
。�

　
「
日
本
は
伝
統
が
す
ば
ら
し
い
。
何
よ
り
平

和
で
あ
る
こ
と
が
い
い
。だ
け
れ
ど
も
日
本
人
は

ニ
ュ
ー
ス
を
鵜
呑
み
に
せ
ず
、誰
が
、ど
う
い
う
目

的
で
流
し
て
い
る
か
ま
で
考
え
て
見
た
方
が
い
い

と
思
う
」
。
隣
国
イ
ラ

ク
の
情
勢
も
気
に
な
り
、

平
和
へ
の
思
い
も
人
一

倍
強
い
フ
ァ
ハ
ド
さ
ん
。

こ
の
春
、約
一
年
半
の

留
学
期
間
を
無
事
に

終
え
帰
国
し
ま
す
。ア
ッ

サ
ラ
ー
ム
・
ア
レ
イ
ク
ン
。�

ソウルのシンボルであるソウ
ルタワーがある南山公園（ナ
ムサンゴンウォン）からの景色。
街を３６０度一望できます。�

韓国の生活に欠かせない布として長い伝統を持つというポジャギ。主に
ものを包んだり、覆ったりするときに使われ、日本でいう風呂敷や袱紗のよ
うなもの。端切れを独特の技法で美しくつなぎ合せています。�

アンティークショップの店先を飾る民芸
仮面。韓国伝統の仮面劇に用いられる
もので、喜怒哀楽を表現したユーモラス
な表情が魅力です。�

近代的なソウル市街の中
心部で、昔の面影を残す南
大門（ナムデムン）」。正式
名称は「崇礼門（スンネム
ン）」。朝鮮王朝最古の木
造建築で、６００年以上も前
に造られた都の城門です。�

劉先生が手がけた韓国語の本。
本当にわかりやすい！ おすすめです。�

ユウ�



学 生
時 代 を 謳 歌 す る な ら や っ ぱ り サ ー ク

ル で
しょ

。

■ 

ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
能
舞
台
�

　
格
式
あ
る
伝
統
芸
能
、「
能
楽
」。

長
崎
大
学
能
楽
部
の
部
長
、川
崎

愛
子
さ
ん（
教
育
四
年
）は
、「
能
の

謡
や
動
き
、し
き
た
り
な
ど
私
た
ち

の
日
常
か
ら
懸
け
離
れ
て
い
て
難
し

い
と
感
じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、部
員
は
皆

初
心
者
な
が
ら
も
、楽
し
ん
で
や
っ
て
い
ま
す
」。

シ
テ（
主
役
）と
ワ
キ（
脇
役
）の
他
に
、地
謡
や

囃
子
方（
和
楽
器
奏
者
）で
構
成
さ
れ
る
能
の

舞
台
。「
演
じ
ら
れ
る
ス
ト
ー
リ
ー
は
、め
で
た
い

も
の
や
悲
し
い
も
の
な
ど
い
ろ
い
ろ
あ
り
、内
容

が
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
ん
で
す
」と
能
の
魅
力
を
語

り
ま
す
。�

　
一
九
九
九
年
春
、福
岡
を
拠
点
に
活
躍
す
る

観
世
流
能
楽
師
、森
本
哲
郎
氏
の
呼
び
か
け
に

よ
り
発
足
し
た「
長
崎
大
学
能
楽
部
」。最
初

は
わ
ず
か
一
名
だ
っ
た
部
員
も
、現
在
は
九
名
。

全
員
、本
当
に
熱
心
な
メ
ン
バ
ー
ば
か
り
で
す
。�

■ 

喜
怒
哀
楽
を
最
小
限
度
の
演
技
で
表
現
�

　
能
面
を
つ
け
た
役
者
が
象
徴
的
に
舞
う
能
楽
。

そ
の
ル
ー
ツ
は
奈
良
時
代
に
大
陸
か
ら
渡
っ
て
き
�

た
民
間
芸
能
と
い
わ
れ
、そ
れ
が
後
に「
猿
楽
」

と
な
り
、さ
ら
に
鎌
倉
時
代
に
は
歌
舞
劇
と
な
っ
�

て「
能
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。そ

れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
い
て
貴
族
や
将
軍
な
ど
に

保
護
さ
れ
な
が
ら
、そ
の
芸
術
性
は
高
め
ら
れ

て
き
た
の
で
す
。�

　
あ
る
女
子
部
員
は
、「
能
楽
の
舞
台

は
ひ
と
つ
の
絵
の
よ
う
に
美
し
い
。そ
れ

が
遠
い
昔
か
ら
変
わ
ら
な
い
こ
と
に
感

動
し
ま
す
」。長
い
時
を
経
る
間
に
研

ぎ
澄
ま
さ
れ
、洗
練
さ
れ
た
能
楽
。川

崎
さ
ん
は
、少
し
う
つ
む
い
て
手
の
平
を

目
の
上
に
近
づ
け
る
動
作
を
し
な
が
ら「
こ
れ

は
泣
く
動
作
」。そ
し
て
少
し
顔
を
上
向
き
に

し
て
、「
こ
れ
が
う
れ
し
い
時
の
動
作
。こ
ん
な
ふ

う
に
喜
怒
哀
楽
を
最
小
限
度
の
動
き
で
表
現

す
る
ん
で
す
」。観
客
は
凝
縮
さ
れ
た
動
作
に

自
由
な
感
情
を
乗
せ
、小
宇
宙
と
化
し
た
能
舞

台
に
酔
い
し
れ
る
の
で
す
。�

■ 

観
世
流
能
楽
師
、森
本
哲
郎
氏
に
よ
る
稽
古
�

　「
月
に
四
回
、森
本
先
生
が
福
岡
か
ら
お
み

え
に
な
り
、謡
、仕
舞
、舞
囃
子
、能
の
稽
古
を

行
い
ま
す
」。プ
ロ
の
方
に
よ
る
直
接
指
導
と
い

う
の
は
、他
の
サ
ー
ク
ル
で
は
な
か
な
か
あ
り
ま

せ
ん
。「
森
本
先
生
は
部
員
を
た
い
へ
ん
か
わ
い

が
っ
て
下
さ
り
、父
親
の
よ
う
な
存
在
。お
稽
古

で
は
き
っ
ち
り
プ
ロ
の
指
導
を
し
て
下
さ
い
ま
す
」。�

　
毎
年
六
月
に
は
福
岡
大
濠
能
楽
堂
で
行
わ

れ
る「
九
州
学
生
能
楽
連
盟
春
期
大
会
」に
出

演
。九
州
各
地
の
大
学
能
楽
部
と
の
交
流
も
盛

ん
で
す
。一
月
に
は「
長
崎
大
学
能
楽
部
自
演

会
」を
地
元
ホ
ー
ル
で
行
い
日
頃
の
練
習
成
果

を
披
露
し
て
い
ま
す
。「
自
演
会
は
無
料
で
す
。

ぜ
ひ
気
軽
に
観
に
き
て
下
さ
い
」。�

毎年行われる自演会で練習成果を披露。部員
たちは舞台に立つ心地よさを体験する。�

能の曲目を集めた「賀茂」（上）と「百
番集」の謡本。�

「全員、初心者なりに、楽
しみながらやっています」（川
崎）。部員たちは日本の古
典芸能の魅力に触れる貴
重な体験をしている。�

謡の練習風景。謡っていると、独
特の調子が身体にしみこんで心地
良くなってくる。�

先生がいない時も、積極的に自主
練習。足運びや手の動きなど、気
付いた点を指摘し合います。�

ぢ 

う
た
い�

う
た
い
�

は
や
し
か
た
�
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