


○
早
瀬
／　

今
日
は
、
日
頃
思
っ
て

い
る
こ
と
を
、
ど
ん
ど
ん
学
長
に
ぶ

つ
け
て
み
て
下
さ
い
。

○
西
田
／　

広
報
誌「
か
ち
が
ら
す
」

の
第
２
号
の
中
で
、
学
長
が
「
教
育

先
導
大
学
」
と
い
う
こ
と
を
書
か
れ

て
い
ま
し
た
が
、
今
ま
で
の
教
育
と

何
が
違
う
の
で
す
か
？

○
学
長
／　
　

世
紀
は
科
学
技
術
が

20

社
会
を
引
っ
張
っ
て
き
ま
し
た
。
現

在
、
私
た
ち
は
科
学
技
術
に
偏
重
し

た
非
常
に
バ
ラ
ン
ス
の
崩
れ
た
社
会

に
住
ん
で
い
ま
す
。
今
の
科
学
技
術

優
先
社
会
か
ら
脱
却
す
る
と
し
た
ら
、

ま
ず
「
教
育
」
か
ら
始
め
る
こ
と
で

す
ね
。
社
会
の
変
革
は
必
ず
教
育
改

革
を
要
請
し
ま
す
。　

世
紀
を
引
っ

21

張
っ
て
い
く
の
は
教
育
で
す
よ
。
教

育
が
社
会
を
先
導
し
て
い
く
時
代
、

大
学
は
そ
れ
に
相
応
し
い
教
育
と
研

究
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

「
教
育
先
導
大
学
」
は　

世
紀
が
求

21

め
て
い
る
大
学
像
と
思
っ
て
い
ま
す
。
僕
は

理
工
学
部
に
い
ま
し
た
し
、
あ
な
た
も
理
工

学
部
の
学
生
だ
か
ら
分
か
る
と
思
い
ま
す
が
、

こ
れ
か
ら
の
工
学
と
い
う
学
問
を
ど
の
よ
う

に
す
す
め
て
い
っ
た
ら
い
い
か
非
常
に
迷
い

ま
す
ね
。
何
か
悪
い
こ
と
す
る
か
も
し
れ
な

い
。
世
の
中
に
便
利
な
も
の
を
作
り
出
す
つ

も
り
で
や
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
非
常
に
悪

い
影
響
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
、

工
学
っ
て
、
何
を
や
る
学
問
な
の
か
と
い
う

こ
と
を
、
原
点
に
戻
っ
て
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

○
西
田
／　

そ
し
た
ら
、
そ
の
先
導
し
て
い

く
先
と
い
う
の
は
、
研
究
者
の
良
心
と
か
、

研
究
者
の
モ
ラ
ル
と
か
、
そ
う
い
っ
た
こ
と

に
な
っ
て
く
る
ん
で
す
か
？

○
学
長
／　

そ
う
だ
ね
。
自
分
た
ち
が
何
の

た
め
に
研
究
し
て
い
る
か
、
何
の
た
め
に
こ

ん
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
の
か
、
も
う
一
度

問
い
直
さ
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
。

○
西
田
／　

こ
れ
ま
で
は
そ
う
い
っ
た
こ
と

が
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

○
学
長
／　

こ
れ
ま
で
も
あ
り
ま
し
た
が
、

忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
ね
。
僕

は
核
物
理
を
専
攻
し
て
い
ま
し
た
が
、
指
導

教
官
か
ら
、「
君
は
物
理
を
な
ぜ
勉
強
す
る

の
か
、
何
で
核
物
理
を
や
る
の
か
？
」
と
い

う
こ
と
を
問
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
答

え
に
困
り
ま
し
た
ね
。
当
時
、
原
子
爆
弾
の

問
題
が
あ
っ
た
か
ら
「
物
理
を
勉
強
す
る
の

は
一
体
何
の
た
め
か
」
を
自
問
自
答
す
る
こ

と
が
非
常
に
大
事
で
し
た
。
だ
け
ど
、
そ
の

後
何
と
な
く
み
ん
な
そ
の
こ
と
を
忘
れ
て
き

て
い
る
。
化
学
、
医
学
の
世
界
で
も
環
境
問

題
や
遺
伝
子
の
組
み
換
え
と
か
、
い
ろ
ん
な

問
題
が
起
き
て
き
て
い
ま
す
ね
。
科
学
の
進

歩
が
人
間
に
と
っ
て
幸
せ
か
ど
う
か
、
人
間

だ
け
じ
ゃ
な
い
自
然
に
と
っ
て
幸
せ
か
ど
う

か
と
い
う
の
は
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
す
。

も
し
か
し
た
ら
、
人
間
は
何
に
も
し
な
い
の

が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。（
笑
）

○
西
田
／　

そ
う
な
る
と
、
も
う
専
門
分
野

だ
け
で
な
く
幅
広
い
勉
強
が
必
要
と
な
る
訳

で
す
ね
。
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広島大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学後、佐賀大学教育学部へ。
平成14年に文化教育学部教授。平成16年4月から広報室長。学長特別補佐。
専門は、アメリカ文学。
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佐賀大学理工学部電気電子工学科 3
年在学。学生向け「佐大新聞」を編集・
発行。平成 16年 12 月から、佐賀大学
外部アドバイザーに就任。



○
学
長
／　

そ
う
。
非
常
に
幅
広
く

も
の
を
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
。

今
は
哲
学
が
必
要
な
と
き
で
す
ね
。

君
た
ち
若
い
人
に
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

社
会
の
変
化
を
見
て
い
る
と
、
こ

の 　

年
は
農
業
か
ら
工
業
へ
の
変

１００
化
を
続
け
て
き
ま
し
た
。
工
業
は
都

市
部
に
人
手
を
必
要
と
し
ま
す
。
都

市
部
に
ど
ん
ど
ん
人
が
集
ま
っ
て
、

日
本
が
も
と
も
と
農
業
国
で
あ
っ
た

と
い
う
意
識
が
少
な
く
な
る
。
少
な

く
な
っ
て
い
く
と
共
に
文
化
の
面
の

発
展
が
非
常
に
遅
れ
て
き
ま
し
た
。

文
化
と
い
う
の
は
地
域
で
創
造
さ
れ

ま
す
。
日
本
全
体
の
文
化
な
ん
て
あ

り
得
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
、

地
方
に
文
化
が
育
っ
て
、
そ
れ
ら
が

互
い
に
独
立
し
て
叫
び
声
を
上
げ
て

い
て
、
そ
れ
ら
を
他
国
の
人
が
見
る
と
、
あ

あ
日
本
は
こ
う
い
う
文
化
を
持
っ
た
世
界
だ

な
と
思
う
の
で
す
ね
。
地
方
に
人
が
い
な
く

な
っ
て
、
多
く
の
人
が
都
会
に
行
け
ば
、
都

会
だ
け
が
目
立
っ
て
く
る
。
地
方
の
文
化
が

ど
ん
ど
ん
な
く
な
っ
て
い
く
。

　

農
学
部
に
農
場
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
今
は

附
属
資
源
循
環
フ
ィ
ー
ル
ド
科
学
教
育
研
究

セ
ン
タ
ー
と
い
う
け
ど
、
今
度
、
そ
こ
に

行
っ
て
み
た
ら
い
い
。
僕
が
行
っ
た
と
き
、

び
っ
く
り
し
た
の
は「
に
お
い
」で
す
よ
。
有

機
肥
料
で
や
っ
て
い
る
か
ら
、
も
の
す
ご
い

「
に
お
い
」が
す
る
。
一
方
、
都
会
に
は「
に

お
い
」が
な
い
。
都
会
は
、
音
と
視
覚
、
音
の

文
化
と
見
る
文
化
が
も
の
す
ご
く
進
ん
で
い

る
け
ど
、「
に
お
い
」の
文
化
と
い
う
の
は
全

く
な
い
。
そ
う
い
う「
に
お
い
」の
文
化
と
い

う
も
の
が
、
今
は
忘
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
す

ね
。
お
も
し
ろ
く
な
い
ね
。

○
早
瀬
／　

確
か
に
田
舎
に
行
く
と
、
田
舎

の
「
に
お
い
」
が
あ
り
ま
す
ね
。

○
学
長
／　

そ
う
。
田
舎
の
「
に
お
い
」
は
、

藁
の「
に
お
い
」。
そ
う
い
っ
た
も
の
が
都
会

に
は
な
い
。
都
会
に
は
、
都
会
の
「
に
お
い
」

が
あ
る
か
と
い
う
と
、
全
く
な
い
。

○
早
瀬
／　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
佐
大
の

意
義
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。

○
学
長
／　

そ
う
そ
う
。
だ
か
ら
、
地
方
大

学
と
い
う
の
は
、
今
、
社
会
の
変
革
の
中
で

も
の
す
ご
く
重
要
な
の
で
す
。
そ
こ
で
教
育

を
、
都
会
の
子
供
は
み
ん
な
地
方
で
教
育
を

受
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。（
笑
）地
方
大
学

が
い
か
に
重
要
な
教
育
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
都
会
の
教
育
は

ほ
と
ん
ど
ど
の
学
校
も
一
緒
。
偏
差
値
の
区

別
し
か
な
い
。
地
方
と
都
市
と
の
区
別
は
偏

差
値
で
は
測
れ
な
い
。
そ
れ
は
文
化
が
違
う

か
ら
。あ
っ
ち
は
音
と
視
覚
の
文
化
、こ
っ
ち

は「
に
お
い
」の
文
化
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
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京都大学大学院理学研究科博士課程単
位取得退学後、佐賀大学理工学部へ。昭
和 46年理学博士（京都大学）。平成 7年
に理工学部教授。評議員、副学長、理工
学部長を経て、平成 15年 10 月 1日、統
合後の佐賀大学の初代学長に就任。
専門は、原子核理論（物理学）。
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○
早
瀬
／　

都
会
っ
て
ど
こ
も
一
緒
で
す
よ

ね
。
あ
る
意
味
、
世
界
中
一
緒
で
す
ね
。
東

京
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
ロ
ン
ド
ン
、
一
緒
な

ん
で
す
ね
、
ど
こ
に
行
っ
て
も
。
そ
の
地
方

性
と
か
、
国
民
性
と
か
を
知
る
に
は
、
田
舎

に
行
か
な
い
と
わ
か
ら
な
い
で
す
よ
ね
。

○
学
長
／　

僕
は
き
の
う
鹿
児
島
に
行
き
ま

し
た
。
新
幹
線
で
ね
。
新
幹
線
の
発
足
と
同

時
に
鹿
児
島
の
駅
に
新
し
い
デ
パ
ー
ト
が
で

き
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
入
っ
た
ら
、
博
多

と
変
わ
ら
な
い
で
す
よ
、
ブ
ラ
ン
ド
品
ば
っ

か
り
で
。
そ
こ
の
土
地
の
「
に
お
い
」
が
全

く
な
い
わ
け
で
す
よ
。
地
方
で
ど
ん
な
教
育

を
す
る
か
。
文
化
教
育
学
部
の
新
富
康
央
教

授
が
地
域
貢
献
推
進
室
で
や
っ
て
い
ま
す
ね
。

相
知
町
の
棚
田
（
注
１
）
と
か
、
伊
万
里
市
の

は
ち
が
め
（
注
2
）
と
か
や
っ
て
い
ま
す
。
最

初
は
佐
賀
大
学
が
地
域
の
役
に
立
ち
た
い
と

い
う
気
持
ち
で
や
っ
て
い
た
ん
で
す
が
、
そ

こ
で
や
っ
て
い
る
と
、
む
し
ろ
、
自
分
た
ち

が
学
ぶ
こ
と
が
多
い
。
地
方
の
新
し
い
教
育

の
芽
が
そ
こ
に
育
っ
て
い
た
。
こ
れ
か
ら
は
、

そ
う
い
う
地
域
そ
の
も
の
を
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

に
入
れ
る
試
み
を
し
よ
う
と
、
そ
う
い
う
教

育
を
開
発
し
て
い
く
こ
と
が
大
事
で
す
。
教

育
先
導
大
学
の
ひ
と
つ
の
例
で
す
。

○
西
田
／　

今
、
佐
大
生
の
中
で
も
留
学
を

考
え
て
い
る
学
生
が
た
く
さ
ん
い
る
み
た
い

な
ん
で
す
。
そ
う
い
っ
た
学
生
が
実
際
に
留

学
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
き
に
大
学
と
し
て

の
サ
ポ
ー
ト
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
紹
介
し

て
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
。

○
早
瀬
／　

経
済
面
、
そ
れ
か
ら
学
力
、
語

学
面
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

○
学
長
／　

サ
ポ
ー
ト
の
第
一
は
、
ま
ず
は

組
織
的
に
語
学
セ
ン
タ
ー
な
ど
を
作
っ
て
、

そ
こ
で
正
規
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
で
あ
る
程

度
し
ゃ
べ
れ
る
よ
う
に
な
る
訓
練
を
す
る
。

そ
れ
が
重
要
で
す
。

○
西
田
／　

例
え
ば
、
語
学
に
し
て
も
、
今

は
、
会
話
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
授
業
は

少
な
い
気
が
し
ま
す
。

○
学
長
／　

会
話
は
今
ま
で
大
学
で
は
学
問

に
な
っ
て
い
な
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
初

め
て
人
々
は
世
界
的
に
も
の
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
世
界
に
ま
た
が
っ
て
も
の
を
見
る

と
き
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
非
常
に
重
要

で
す
ね
。
こ
の
意
味
で
会
話
も
あ
る
程
度
学

問
と
し
て
取
り
上
げ
な
い
と
い
け
な
い
。
会

話
、
会
話
と
ば
か
に
し
ち
ゃ
い
け
な
い
。

○
早
瀬
／　

会
話
と
い
う
と
学
問
で
は
な
い

よ
う
な
感
じ
で
す
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
能
力
、
表
現
力
な
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
を

英
語
で
で
き
る
よ
う
に
す
る
に
は
、
教
育
は

必
ず
要
り
ま
す
ね
。

○
学
長
／　

そ
う
。
し
か
も
、
英
語
で
も
の

を
考
え
る
の
と
、
日
本
語
で
も
の
を
考
え
る

の
で
は
、
人
間
が
変
わ
る
。

○
西
田
／　

そ
う
で
す
よ
ね
。
ま
た
、
こ
れ

か
ら
の
学
生
は
海
外
の
方
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
と
る
機
会
も
増
え
て
く
る
で
し
ょ

う
か
ら
、
必
要
な
能
力
で
す
よ
ね
。

○
西
田
／　

実
は
一
番
こ
れ
を
お
聞
き
し
た

か
っ
た
の
で
す
が
、
学
長
の
研
究
テ
ー
マ
に

つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

○
学
長
／　

僕
は
原
子
核
理
論
を
研
究
の
テ

ー
マ
と
し
て
き
ま
し
た
。
僕
の
育
っ
た
こ
ろ

は
ち
ょ
う
ど
湯
川
秀
樹
先
生
や
朝
永
振
一
郎

先
生
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
で
沸
き
立
っ
て
い
て
、

素
粒
子
と
か
原
子
核
と
か
は
み
ん
な
が
憧
れ

て
い
っ
た
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い

う
意
味
で
は
非
常
に
ミ
ー
ち
ゃ
ん
、
ハ
ー

ち
ゃ
ん
的
な
、
そ
の
分
野
を
何
と
な
く
選
び

ま
し
た
。

○
早
瀬
／　

学
問
に
も
流
行
が
あ
り
ま
す
ね
。

○
学
長
／　

そ
う
そ
う
。
そ
し
て
、
始
め
た

ら
沢
山
い
る
、
優
秀
な
人
が
。
人
間
の
能

力
っ
て
す
ご
い
で
す
ね
。
僕
が
、
百
遍
読
ん

で
や
っ
と
理
解
す
る
の
を
一
遍
読
ん
で
理
解

す
る
人
が
い
る
。
湯
川
先
生
は
何
を
や
っ
た

か
と
い
う
と
、
原
子
核
を
構
成
し
て
い
る
核

子
（
陽
子
と
か
中
性
子
）
の
間
に
働
く
力
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
し
た
の
で
す
が
、
広
く

言
え
ば
「
力
」
は
ど
う
や
っ
て
生
ま
れ
て
く

る
か
を
考
え
た
の
で
す
ね
。
例
え
ば
、
万
有

引
力
と
い
う
の
は
物
体
の
間
に
働
く
力
だ
け

ど
、
実
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
体
か
ら
「
中
間

子
」
と
い
う
粒
子
が
出
た
り
入
っ
た
り
し
て

�
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（
注
１
）相
知
町
蕨
野
集
落
に
お
け
る
棚
田
の
保
全
活
動
支
援
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
…
佐
賀
県
相
知
町
の
蕨
野（
棚
田
百
選
選
定
地
）で
、佐

大
生
が
中
心
と
な
っ
て
手
間
講
隊
と
い
う
援
農
組
織
を
つ
く
り
、

地
域
住
民
と
協
同
し
て
放
棄
さ
れ
た
農
地
の
復
田
作
業
と
、そ
こ

で
の
付
加
価
値
の
高
い
農
産
物
を
栽
培
す
る
た
め
の
有
機
農
業
・

環
境
保
全
型
農
業
の
実
践
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

（
注
２
）資
源
循
環
型
社
会
を
進
め
る「
は
ち
が
め
エ
コ
コ
ミ
ね
っ

と
」…
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な（
地
球
に
優
し
い
）コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー（
地

域
社
会
）を
作
る
た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
。生
ご
み
か
ら
堆
肥
を

作
っ
た
り
、使
用
済
み
の
天
ぷ
ら
油
か
ら
自
動
車
の
燃
料
を
作
っ

た
り
す
る
地
域
の
活
動
を
、佐
大
の
教
職
員
・
学
生
が
伊
万
里
市
と

協
力
し
て
応
援
し
て
い
る
。



い
る
。
二
つ
物
体
が
近
づ
く
と
物
体
の
間
で

そ
れ
ぞ
れ
の
出
し
て
い
た
中
間
子
を
交
換
す

る
。
そ
の
と
き
に
物
体
の
間
に
万
有
引
力
が

働
く
、
そ
う
い
う
理
論
を
考
え
た
の
で
す
。

　

だ
か
ら
、
君
と
僕
の
間
に
は
引
力
が
本
当

は
働
い
て
い
る
け
ど
、
引
力
が
も
の
す
ご
く

弱
い
か
ら
ほ
と
ん
ど
感
じ
な
い
。
僕
の
一
部

が
君
の
方
に
飛
ん
で
い
る
。
君
の
方
も
僕
に

飛
ん
で
い
る
。
だ
か
ら
、
僕
と
君
の
間
の
区

別
は
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。

　

も
う
少
し
詳
し
く
言
う
と
、
例
え
ば
電
子

を
考
え
ま
し
ょ
う
。
電
子
を
一
個
置
く
で

し
ょ
う
。
で
、
も
う
一
つ
電
子
を
置
く
と
、

電
子
の
間
に
斥
力
が
働
き
ま
す
。

○
西
田
／　

は
い
。

○
学
長
／　

二
つ
の
電
子
を
置
い
た
と
き
電

子
の
間
に
斥
力
が
あ
る
こ
と
を
気
付
き
ま
す
。

一
個
置
い
た
と
き
は
何
も
変
化
し
て
見
え
な

い
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
実
は
空
間
に
何
か

が
存
在
し
始
め
る
。
電
子
を
置
い
た
途
端
に

そ
の
存
在
は
光
の
速
度
で
周
辺
に
広
が
っ
て

い
く
。
こ
の
存
在
を
電
場
と
い
っ
て
「
波
」

に
よ
っ
て
記
述
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
二

つ
の
電
子
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
発
生
し
た
電
場

が
互
い
に
重
な
っ
た
と
き
電
子
の
間
に
斥
力

が
働
き
ま
す
。
だ
か
ら
、
斥
力
を
感
じ
る
に

は
時
間
が
か
か
っ
て
い
る
わ
け
で
瞬
間
的
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
で
、
場
は
波
で
記

述
さ
れ
る
と
言
い
ま
し
た
が
、
電
子
の
よ
う

な
ミ
ク
ロ
な
世
界
で
は
、「
波
」
の
記
述
と

「
粒
子
」
の
記
述
の
間
に
あ
る
特
定
の
関
係

が
見
出
さ
れ
て
電
子
（
粒
子
）
も
場
（
波
）

も
「
量
子
」
と
し
て
同
じ
よ
う
に
記
述
さ
れ

る
量
子
論
が
発
展
し
て
き
ま
し
た
。
湯
川
先

生
の
中
間
子
論
は
こ
の
あ
た
り
に
ヒ
ン
ト
を

得
た
も
の
と
理
解
し
て
い
ま
す
。
君
は
理
工

学
部
の
電
気
電
子
工
学
科
の
学
生
だ
か
ら
聞

い
て
い
ま
す
よ
ね
。
知
ら
な
い
、
お
か
し
い

な
。（
笑
）

○
早
瀬
／　

か
な
り
専
門
的
な
話
に
な
り
ま

し
た
ね
。
も
う
一
回
、
学
び
直
す
と
い
う
こ

と
で
。

○
西
田
／　

は
い
、
が
ん
ば
り
ま
す
。

○
西
田
／　

好
き
な
本
、
ま
た
は
映
画
は
あ

り
ま
す
か
？

○
学
長
／　

好
き
な
本
と
映
画
。
最
近
は
本

と
い
う
よ
り
新
聞
で
す
ね
。
新
聞
が
お
も
し

ろ
い
で
す
よ
。
社
会
は
日
々
変
化
す
る
か
ら
。

新
聞
読
む
の
と
物
理
や
る
の
と
は
一
緒
。
物

理
の
数
式
を
知
ら
な
く
て
も
新
聞
を
読
ん
で

い
ろ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
で
し
ょ
。
こ
れ
は
、

物
理
や
っ
て
い
る
の
と
変
わ
ら
な
い
。
現
象

が
あ
る
で
し
ょ
う
、
た
く
さ
ん
。
一
つ
の
現

象
に
注
目
し
て
、
そ
の
現
象
が
毎
日
ど
う
変

化
し
て
い
る
か
を
見
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ

こ
に
何
ら
か
の
一
つ
の
筋
書
き
を
自
分
で
考

え
る
、
そ
れ
が
物
理
で
す
。

○
早
瀬
／　

映
画
は
行
か
れ
ま
す
か
？

○
学
長
／　

映
画
は
好
き
で
す
よ
。
最
近
ア

ク
シ
ョ
ン
物
に
な
っ
て
き
て
ね
。
渡
辺
照
男

理
事
と
一
緒
で
ね
、
テ
レ
ビ
見
る
と
時
代
劇

専
門
。（
笑
）

○
早
瀬
／　

そ
う
で
す
か
。一
番
最
近
で
、何

か
観
に
い
か
れ
た
映
画
と
か
ご
ざ
い
ま
す
か
。

○
学
長
／　

一
番
最
近
の
は
、
何
と
言
っ
た

か
な
。
監
督
が
チ
ャ
ン
・
イ
ー
モ
ウ
（
張
藝

謀
）、
あ
っ
そ
う
そ
う
「
英
雄
（
Ｈ
Ｅ
Ｒ
Ｏ
）」

と
か
ね
。
そ
の
後
も
う
一
本
あ
っ
た
。

○
早
瀬
／　

あ
り
ま
し
た
ね
。「
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｅ
Ｒ

Ｓ
」で
す
ね
。
画
面
が
き
れ
い
で
す
よ
ね
。

○
学
長
／　

そ
う
、
画
面
が
き
れ
い
。

○
早
瀬
／　

色
使
い
が
と
て
も
い
い
で
す
よ

ね
。

○
学
長
／　

日
本
人
の
衣
装
担
当
者
が
や
っ

て
い
る
そ
う
で
す
ね
。
チ
ャ
ン
・
イ
ー
モ
ウ

監
督
の
映
画
、
な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
し
画

像
技
術
の
奥
が
深
い
よ
う
な
気
も
し
ま
す
。

今
、
韓
国
の
ド
ラ
マ
も
流
行
し
て
い
る
よ
う

で
す
ね
。

○
西
田
／　

学
長
の「
英
雄（
Ｈ
Ｅ
Ｒ
Ｏ
）」の

ご
感
想
は
？

○
学
長
／　

昔
は
映
画
と
い
う
の
は
筋
と
か

そ
う
い
う
も
の
を
非
常
に
気
に
し
て
た
ん
で

す
ね
。
で
も
今
は
筋
よ
り
も
非
常
に
ビ
ジ
ュ

ア
ル
優
先
で
す
ね
。
視
覚
を
楽
し
ま
せ
る
と

か
、
音
を
楽
し
ま
せ
る
と
か
ね
。
音
楽
も
す

ご
い
し
ね
。
音
も
ね
、
都
会
的
だ
ね
。
だ
が
、

「
に
お
い
」
が
な
い
。
本
当
は
「
に
お
い
」

を
出
す
の
が
一
番
い
い
と
思
う
。

○
西
田
／　

少
し
残
念
で
す
か
、
今
の
映
画

は
？

○
学
長
／　
「
に
お
い
」
を
出
し
た
ら
、
こ
れ

は
大
変
な
発
明
だ
と
。
音
と
色
は
非
常
に
い

い
。
も
う
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
来
た
の
じ
ゃ
な
い

か
な
、
音
と
か
色
は
。
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○
西
田
／　

学
長
の
座
右
の
銘
を
教
え
て
く

だ
さ
い
。

○
学
長
／　

座
右
の
銘
は
、
今
年
は
自
分
で

考
え
た
の
が
あ
っ
て
、
こ
の
１
年
間
は
、「
学

照
真
理
」。「
学
」
は
「
真
の
理
（
こ
と
わ
り
）」

を
照
ら
す
と
い
う
意
味
で
す
。
も
う
ひ
と
つ
、

「
理
和
世
界
」。「
理
（
こ
と
わ
り
）」
は
世
界

を
平
和
に
す
る
と
い
う
意
味
で
す
。「
照
」は

僕
で
「
和
」
は
女
房
の
和
子
で
す
よ
。
こ
の

間
、
台
湾
の
大
学
の
先
生
が
来
学
さ
れ
た
時
、

自
分
た
ち
の
名
前
を
入
れ
て
詩
を
作
っ
た
の

を
真
似
て
み
た
ん
だ
よ
。

○
西
田
／　

学
長
か
ら
見
て
佐
大
生
は
ど
う

い
う
学
生
に
見
え
る
か
、
ま
た
、
佐
大
生
に

求
め
る
資
質
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

学
長
の
学
生
時
代
を
踏
ま
え
て
お
話
し
い
た

だ
き
た
い
で
す
。

○
学
長
／　

学
生
時
代
ね
。

　
　
　
　
　

は
い
。ま
た
、今
学
長
が
佐
大
生

だ
っ
た
と
し
た
ら
、ど
う
い
う
ふ
う
に
過
ご
さ

れ
る
か
話
を
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

○
学
長
／　

僕
の
学
生
時
代
は
、
今
の
よ
う

に
、
光
速
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
い
ろ
ん
な
情

報
を
リ
ア
ル
・
タ
イ
ム
で
得
る
事
は
な
く
、

間
接
的
に
、
あ
る
い
は
時
刻
遅
れ
で
し
か
世

界
を
知
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

れ
と
、
今
の
人
に
は
考
え
ら
れ
な
い
で
し
ょ

う
が
、
冷
戦
と
い
う
ソ
連
と
ア
メ
リ
カ
を
中

心
と
し
た
二
極
時
代
が
ず
っ
と
続
い
て
い
ま

し
た
。
こ
れ
は
大
き
な
障
壁
で
、
ど
の
国
の

人
も
世
界
の
半
分
し
か
理
解
出
来
な
い
。
そ

う
い
う
状
況
の
中
で
、
日
本
は
国
内
の
急
激

な
経
済
復
興
を
背
景
に
だ
ん
だ
ん
と
世
界
に

踏
み
出
し
て
い
く
、
そ
う
い
う
成
長
過
程
に

あ
り
ま
し
た
ね
。
今
と
違
っ
て
、
あ
ま
り
後

ろ
を
振
り
向
く
時
代
で
は
な
か
っ
た
よ
う
な

気
が
し
ま
す
。
常
に
前
を
向
い
て
、
前
を
向

い
て
と
い
う
、
追
い
立
て
ら
れ
て
い
た
よ
う

な
気
が
し
ま
す
ね
。

○
早
瀬
／　
　

年
代
で
す
ね
。

６０

○
学
長
／　

僕
は
安
保
の
と
き
が
学
生
時
代

の
最
初
の
と
き
で
す
。

○
早
瀬
／　

今
か
ら
見
る
と
、激
動
の
時
代
で
す
ね
。

○
学
長
／　

今
か
ら
見
た
ら
激
動
な
ん
だ
け

ど
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
資
本
主
義
と

ソ
連
を
中
心
と
す
る
共
産
主
義
の
対
立
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
の
も
と
で
動
く
非
常
に
単
純
化
し

た
激
動
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

○
早
瀬
／　

敵
が
は
っ
き
り
し
て
い
た
わ
け

で
す
ね
。

○
学
長
／　

は
っ
き
り
し
て
い
る
。
あ
ん
ま

り
頭
を
働
か
せ
な
く
て
も
済
む
よ
う
な
。
そ

こ
へ
い
く
と
、
今
は
非
常
に
大
き
な
変
革
の

時
代
、
本
質
的
な
変
革
の
時
代
だ
ね
。
だ
か

ら
こ
そ
、
僕
の
学
生
時
代
と
比
べ
る
と
非
常

に
お
も
し
ろ
い
時
代
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す

ね
。
今
は
、
十
分
い
ろ
ん
な
こ
と
が
や
れ
る

時
代
で
す
。
自
分
の
思
う
と
お
り
の
人
生

だ
っ
て
歩
け
る
か
も
し
れ
な
い
ぐ
ら
い
の
時

代
だ
ね
。
昔
は
決
ま
っ
て
い
る
。
い
い
大
学

出
て
、
い
い
と
こ
ろ
に
就
職
し
て
、
そ
れ
で

お
し
ま
い
と
言
う
風
潮
。
今
は
そ
ん
な
時
代

じ
ゃ
な
い
。
だ
か
ら
、
佐
大
生
、
今
は
最
も

自
由
に
考
え
ら
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ね
。

制
約
が
だ
ん
だ
ん
な
く
な
っ
て
い
る
と
思
う
。

　

た
だ
、
問
題
は
皆
さ
ん
が
時
代
に
相
応
し

い
国
際
人
に
な
れ
る
か
ど
う
か
。
国
際
的
な

活
動
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
平
和
と
つ

な
が
る
か
ら
ね
。
平
和
で
な
く
な
る
と
、
国

際
的
な
働
き
が
で
き
な
く
な
る
。
だ
か
ら
、

今
は
そ
う
い
う
知
恵
を
養
う
知
の
時
代
な
の

で
す
。
け
れ
ど
も
、
ど
う
い
う
わ
け
か
今
ま

で
知
を
創
造
し
て
い
る
人
は
実
社
会
で
大
切

に
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
後
は
、
知

と
い
う
か
知
恵
と
い
う
か
そ
う
い
う
論
理
構

造
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
物
事
が
動
か
な
く

な
る
よ
ね
。
君
た
ち
に
大
事
な
の
は
、
知
恵

を
磨
く
こ
と
で
す
ね
。

○
早
瀬
／　

大
学
で
、
そ
う
い
う
教
育
ま
で

し
な
き
ゃ
い
け
な
い
わ
け
で
す
ね
。

○
学
長
／　

教
育
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
も

の
す
ご
く
教
育
し
な
い
と
い
け
な
い
。

○
西
田
／　

は
い
。
と
て
も
参
考
に
な
り
ま

し
た
。
本
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

　
　
　
　
　

今
日
は
、佐
大
の
意
義
や
教
育

の
重
要
性
に
つ
い
て
の
学
長
の
お
考
え
や
、学

長
の
素
顔
も
か
な
り
お
聞
き
で
き
、と
て
も
有

意
義
で
し
た
。学
長
と
学
生
が
カ
ジ
ュ
ア
ル
に

話
せ
る
機
会
を
も
っ
と
作
り
た
い
で
す
ね
。今

日
は
、ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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○
西
田
／

○
早
瀬
／
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平
成　

年
４
月
に
非
常
勤
理
事
と
し
て
就

１６

任
し
ま
し
た
。
本
業
は
弁
護
士
で
す
の
で
、

大
学
の
内
情
に
は
全
く
疎
い
の
で
す
が
、
そ

れ
だ
け
に
、
か
え
っ
て
新
鮮
な
立
場
で
も
の

が
見
え
る
と
期
待
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
が
教
育
面
で
も
研
究
面

で
も
、
個
性
を
発
揮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

厳
し
い
ご
時
世
で
す
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し

て
、
大
学
運
営
の
基
本
課
題
は
社
会
に
と
っ

て
有
為
な
人
材
を
育
成
し
て
輩
出
さ
せ
る
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。
問
題
は
、
有
為
な
人
材

と
い
う
の
を
ど
う
イ
メ
ー
ジ
す
る
か
と
い
う

こ
と
で
す
が
、
最
近
に
な
っ
て
私
が
つ
ら
つ

ら
思
う
こ
と
は
、
チ
ー
ム
（
会
社
な
ど
を
含

め
た
社
会
的
団
体
一
般
の
こ
と
）
の
一
員
に

な
っ
て
チ
ー
ム
の
目
標
達
成
に
貢
献
す
る
行

動
能
力
の
大
切
さ
で
す
。
そ
の
場
合
、
他
の

チ
ー
ム
や
社
会
全
体
と
の
調
和
を
図
る
能
力

も
大
切
で
し
ょ
う
が
、
チ
ー
ム
の
活
動
が
社

会
的
に
是
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
限
り
、
そ
の

活
動
に
チ
ー
ム
の
一
員
と
し
て
参
加
し
て
貢

献
す
る
と
い
う
の
は
、
人
間
と
し
て
の
社
会

性
と
い
う
点
で
立
派
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
の
意
味
で
、
学
生
の
皆
さ
ん
が
、
知
的
レ

ベ
ル
ア
ッ
プ
に
向
け
た
日
々
の
努
力
に
加
え
、

部
活
や
大
学
祭
に
積
極
的
に
参
加
す
る
こ
と

は
大
い
に
意
義
の
あ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
社
会
全
体
を
ひ
と
つ
の
チ
ー

ム
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
が
、

最
近
は
、
社
会
の
歯
車
に
な
る
こ
と
を
自
覚

的
に
拒
否
し
よ
う
と
す
る
若
者
が
多
い
よ
う

に
聞
き
及
び
ま
す
。
朝
か
ら
夜
ま
で
仕
事
づ

く
め
で
人
生
の
意
味
を
考
え
る
余
裕
も
な
い

と
い
う
生
活
は
確
か
に
お
か
し
い
の
で
し
ょ

う
が
、
他
方
、
社
会
の
歯
車
に
な
っ
て
始
め

て
、
自
分
の
存
在
意
義
が
自
覚
で
き
る
と
い

う
の
も
真
理
で
す
。
就
職
の
厳
し
い
時
期
が

ま
だ
ま
だ
続
き
そ
う
で
す
が
、
学
生
の
皆
さ

ん
は
、
間
違
っ
て
も
フ
リ
ー
タ
ー
の
生
活
に

憧
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

　

話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
弁
護
士
の
仕
事
を

し
て
い
る
と
、
小
学
校
か
ら
大
学
ま
で
の
長

い
教
育
期
間
内
に
、
も
う
少
し
法
律
的
な
実

学
教
育
が
あ
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ひ
と
つ
は
利
息
制
限

法
の
こ
と
で
、
年　

パ
ー
セ
ン
ト
超
の
利
息

２０

を
約
束
し
て
払
い
続
け
て
も
、
超
過
利
息
は

元
本
返
済
に
充
て
て
計
算
し
直
し
で
き
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
大
卒
の
人
た
ち
自
身

が
多
重
債
務
に
陥
る
ケ
ー
ス
は
さ
す
が
に
少

な
い
の
で
す
が
、
高
利
で
借
金
し
た
身
内
の

尻
ぬ
ぐ
い
を
し
て
あ
げ
る
時
な
ど
に
は
必
須

の
知
識
と
な
り
ま
す
。ま
た
、交
通
事
故
の
損

害
賠
償
金
の
基
準
は
複
数
あ
り
、
保
険
会
社

が
提
示
す
る
金
額
は
、
低
め
に
抑
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
と
く
に
死
亡
事
故

な
ど
の
重
大
事
故
の
場
合
は
弁
護
士
会
な
ど

の
第
三
者
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
も
ら
う
方
が
い

い
と
思
い
ま
す
。
遺
言
書
を
実
際
に
つ
く
る

方
法
も
知
っ
て
お
い
た
方
が
い
い
で
し
ょ
う
。

　

社
会
に
出
る
と
本
当
に
色
々
な
こ
と
を
経

験
さ
せ
ら
れ
ま
す
が
、
本
学
の
皆
さ
ん
が
一

歩
一
歩
た
く
ま
し
く
成
長
さ
れ
る
こ
と
を
期

待
し
ま
す
。
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　佐賀大学が応募した「ネット授業の展開」が、文部科学省の平成 16 年度
「現代的教育ニーズ取組支援プログラム（通称「現代GP」（Good Practice））」（注）
に採択されました。現代GPの「IT を活用した実践的遠隔教育 (e-Learning)」
の分野には、全国の国公私立大学や短大・高専から 108 件の応募があり、うち
15 件が採択されました。採択率 14% 弱の難関でした。
　“e-Learning”とは、講義の映像・音声とプレゼンテーションソフトで作っ
た教材をサーバに蓄えておき、受講者がインターネットを介して受講できるよ
うにしたものです。ICT(情報通信技術)を用いた新しい授業方法で、世界中で
注目されています。受講生は何時でも何処でもそして何度でも聴講でき、理解
を深めることができます。
　佐賀大学のネット授業は、平成 14 年度から、国立大学で始めて正式科目と
して開講しています。平成 14 年度前学期の１科目開講から始めて、現在は４
科目の教養教育科目を開講しています。平成 14 年度と 15 年度の２年間で、単
位を取得した学生諸君は延べ 433 名になりました。誰でも何時でも何処からで
も聴講できるというe-Learning の特徴を生かして佐賀大学のネット授業は、市
民の皆様にも生涯学習の一環として公開して来ました。これまでに 1,000 名を
超える方々に聴講して頂いています。
　平成１７年度に向けて、現在新たな科目として「佐賀学」、「ディベートの分析と
評価」、「基礎簿記」、「わかりやすい機構学」、「知的財産学」、そして大学院の科目
として「シンクロトロン光応用光学特論」と「超短波長光利用科学工学特論」の開
講準備に取り組んでいます。また、強力な授業支援機構を持った新しい学習管
理システムの開発にも取りかかっています。組織的にも、これまでは教養教育
運営機構の中の一つの委員会がネット授業を支えてきましたが、今回の採択を
機に学長を始めとする全学的な取組になります。
　今後は、開講科目も増やしていきますが、内容の面でもネット授業の教育効
果を上げたいと考えています。特に対面授業とネット授業を組み合わせる
Blended Learning に取り組みたいと思っています。大学教育の新しい形を示す
ことができると思います。

（注）「現代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代GP（Good Practice））」…………………………………………………
文部科学省が、各種審議会からの提言等、社会的要請の強い政策課題に対応したテーマ設定を行い、各
大学等から申請された取組の中から、特に優れた教育プロジェクト（取組）を選定し、財政支援を行う
ことで、高等教育の更なる活性化が促進されることを目的とする。募集の対象は、①地域活性化への貢
献　②知的財産関連教育の推進　③仕事で英語が使える日本人の育成　④他大学との統合・連携による
教育機能の強化　⑤人材交流による産学連携教育　⑥ＩＴを活用した実践的遠隔教育（e-Learning）の６
テーマである。
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　佐賀大学は、平成１５年３月に佐賀県教育委員会との間で「高大連携事業に
関する協定」を締結し、相互に連携しながら、高校生と大学生を対象とした事
業（高大連携事業）を実施しています。
　例えば、佐賀大学におけるオープンキャンパス（大学説明会）や出張授業の
実施などは従来から続けている事業ですが、これに加えて、平成１６年１２月２０
日から、「高校生のためのキャンパス通信」と題して、大学の情報をホーム
ページを利用して、高校生及びその保護者の方々へ配信しています。内容とし
ては、ニュースレターや質問コーナーを設ける外に、佐賀大学等における「講
義の聴講」が可能になっています。高校生がこのネット上での講義を聴講する
ことにより、大学進学に対するモチベーションを高めることを期待しています。
　また、佐賀大学としては、高校生が受講した講義を入学後に単位として認定
する方向で今後検討していきたいと考えています。
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　佐賀大学ホームページ（http://www.saga-u.ac.jp/）から、キャンパス通信「高校生
のためのキャンパス通信」をクリックすると上の画面が出てきます。ニュースレ
ターの購読申込みはこちらをクリックして申し込みをしてください。
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　医学部血管不全学講座は、「血管不全」を講座名に冠した日本で初めての講座です。我々は血管の機
能を�内皮機能　�平滑筋機能　�代謝機能の 3つに分け、１つでも障害を受けた状態を「血管不
全」と提唱しています。冠動脈、脳血管、頚動脈、大動脈、末梢動脈、眼底血管などあらゆる血管が
研究対象になりえます。「血管不全」の標準的診断法の確立が急務ですが、「血管不全」という新座
標軸を取り入れることにより、多くの疾患の病態解明、治療効果判定につながると信じています。

　加藤徹助教授は、東京医科歯科大学医学部循環制御内科学より赴任し、生活習慣病の観点から血管
不全を改善して、心血管イベントを減少させるという目標をもって臨床研究を行っています。明石真
講師は、大阪バイオサイエンス研究所より赴任し、体内時計の分子メカニズムの研究を行っています。

　血管不全学講座では、特に“生活習慣病”に重点を置いた研究を目指します。糖尿病、高脂血症な
どの生活習慣が心血管イベントのリスクファクター（危険因子）であることはよく知られていますが、
その前段階の食後高血糖についての研究はいま始まったばかりです。時代とともに変遷し、新しく生
まれてくる危険因子を、いかにしてとらえて治療介入してゆくかが大きな課題です。危険因子には人
種差があり、性差があり、地域差があります。救急医療や冠動脈インターベンションとよばれる治療
は、近年長足の進歩を遂げましたが、これらは日本人の３大死因の一つである心臓病治療の“必要条
件”ではあっても、残念ながら“十分条件”ではありません。急性期治療とともに危険因子への治療
介入という慢性期治療や予防医学も心臓病治療の大きな軸になると思います。九州には久山町研究に

代表されるような生活習慣病の疫学調査・コホート
研究の素地があります。佐賀大学発の臨床研究・疫
学研究・コホート研究によって、佐賀大学発の日本
人のエビデンス作りに参加できれば光栄です。
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　本プロジェクトは、学長裁量による大学改革推進経費を受けて
設けられた。本学文系分野における情報発信を豊かなものにする
ために、１）学内文系の総合的多角的共同研究体制の構築、２）本
学附属図書館の小城鍋島文庫（注）・市場直次郎コレクションを中心
にした既存資料の有効活用・価値の再発見、３）県内の資料の調
査・収集・研究の推進、また、４）県下の研究機関・研究者との連
携による地域社会の要請に応じたテーマの設定や共同調査などを行い、これをもとに地域社会に学術情報をわかりやす
く提示することを目指している。
　メンバーは、宮島敬一（代表）、長 安六、山本長次、猪飼周平、石川亮太、品川 優 ( 以上経済学部 )、井上敏幸、佐
田 茂、松尾正幸、生馬寛信、宮島敦子、飯塚一幸（以上文化教育学部）の 12 名である。
　本年度は、１）本学附属図書館と小城町教育委員会との地域文化交流事業による特別展「小城鍋島文庫に見る－島原
の乱と小城鍋島文庫」（期間 平成 16 年８月１０日から 9月１９日会場 小城町立歴史資料館企画展示室）の企画立案
　２）諸講演　ａ）「小城鍋島藩と島原の乱」（講師・宮島敬一）、ｂ）「古墳時代の佐賀」（同・佐田茂）、ｃ）「原城跡出
土のキリシタン遺物」（同・松本慎二・有馬町教育委員会）ｄ）．「戦国時代を生き抜いた武将たち―田尻・鶴田氏の激動
の 100 年」（同・宮島敦子）を 8月２１日 (土 ) ～９月１１日 (日 ) にかけて、小城町立歴史資料館研修室でおこなった。
　さらに、３）図版資料集『小城鍋島文庫に見る小城鍋島藩と島原の乱』（A四版全 120 頁）を作成刊行した。その構成
は、島原御陣図・鍋島若狭守他連署起請文などのカラー図版 12 頁、小城鍋島文庫有馬陣関係文書の単色図版 17 頁、論
説「島原の乱と佐賀藩」、論考 4編、そして『元茂公御年譜』など史料翻刻 50 頁などからなる（なお、入手希望の方は
附属図書館にご連絡（0952-28-8902）ください）。
　そして、現在、次の企画活動が進んでいる。ａ )『小城鍋島文庫・近代目録』の刊行、ｂ )市場直次郎コレクション
の整理・目録作成、ｃ )展示 (「島原の乱と小城鍋島文庫」)を生かした小・中・高校教員との連携による指導案作成、
ｄ )考古学のデータベース化、ｅ )「文系基礎学研究」ホームページの設置などである。
　以上のごとく、多彩で豊かな企画活動をしてきたが、来年度もさらに本学文系分野における地域社会への情報発信を
確かなものにしてゆきたい。
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（注）小城鍋島文庫…………………………………………………………………………………………………………
　　小城鍋島藩(7万3千石）が収集した和漢洋の書物と藩の行政史料の総体で、総数は一万点を越え、藩政史・

文学・思想・科学史など多くの分野に渡る貴重な史料群（コレクション）である。中国元や明で印刷された
漢籍や日本の古活字本の文学書、また幕末の科学書、さらに藩法や藩の日記・帳簿類・古文書などがある。
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　バングラデシュは、東のミャンマー（旧ビルマ）、西と北のインドに挟まれる南アジ
アのイスラム国である。ガンジス川など３つの大河の下流に土石が堆積して出来た肥
沃な平野に、2004年現在、１億４千万人以上のベンガル人（人口：世界第８位）が１平方
キロあたり約千人という超過密な状況（人口密度：世界第１位）で住んでいる。国の主
産業が農業であるため、繰り返し起こる干ばつや洪水により、国の経済基盤は非常に
不安定で、世界の最貧国の一つとなっている。
　加えてバングラデシュでは、現在、国の総人口の約 30％が、「危険水準（50ppb）」以上
の濃度の砒素に汚染された井戸水を飲んでいると報告されている。この砒素汚染の原
因は自然由来の（堆積層の中に存在する）砒素であることが判明したが、これを飲用す
ることよる健康被害（初期の皮膚障害から各内臓器官の障害へ、最終
的には皮膚癌など）は、予測不能なほど甚大だと推測されている。1993
年に国内で最初の砒素患者が確認されてから、すでに10年以上が経過
し、世界機関やNGOなどが国と協力して砒素汚染対策にあたってい
るものの、功を奏しているとは言い難い。
　私は、出身である東京大学国際保健人類生態学教室や、バングラデ
シュ国立研究機関との共同研究を1998年より開始し、現在に至ってい
る。我々の研究を含め、砒素汚染対策は以下のように５つにまとめら
れる。①砒素による健康障害の発生のメカニズム　②砒素患者の治療
③地下水砒素汚染の水理学的メカニズム　④安全な水を提供
するための砒素除去技術の開発　⑤井戸水以外の代替水源の
模索、などである。
　砒素患者に対する治療法が存在しない現在、最も緊急なの
はいかにして安全な水を多くの人々に提供するか（上の④と
⑤）であるが、④では、井戸水の砒素をフィルターなどで除去
するのは技術的に可能だが、裕福ではない世帯ではそのコス
トを負担しがたく、また、除いた砒素の最終処分に問題が残る。
⑤に関しては、上水道の設置が困難な状況では、簡易代替水源
として雨水や表層水（池や堀井戸）を利用すれば良いと考えら
れるが、これには皮肉な歴史がある。すなわち、約30年
前から下痢症などの腸管感染症の発生を抑えるため、
ユニセフなどを中心として飲料水を表層水から地下
水へと転換してきた経緯があるので、多くの人々には 「
「もう一度昔に戻る」ことに抵抗感や不安感を禁じ得
ないのである。
　このように多くの問題を抱えるバングラデシュの
地下水砒素汚染だが、少し別の見方をすると、基本的
に自然災害であるため全ての人々に「平等」なはずな
のに、人間社会という濾過装置を通ったとたんに「人
的・社会的災害」の要素が加わり、砒素による健康障害
が貧しく無知な弱者に蓄積するようになるのである。
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　どんどんどんの森の北側に公衆トイレがあるのをご存知ですか。1995年に鉄筋コンク
リートで造られ、正面にはショーウインドーを配し、芸術家にギャラリーとして開放し
て市民に親しまれていました。
　同ギャラリーを管理している佐賀市環境課は、初めは国内外の芸術家が制作した作品
を展示していましたが、①創設当時と比べて、市内にギャラリーが増えたこと②財政難
の為それまで措置されていた 40 万円の年間予算を削減したいことなどを理由に見直し
を行いました。
　2002年の 9月には「ポスター掲示」に方向転換しようとしましたが、芸術家や一般市
民より、存続を望む声が強かったので取りやめになりました。
　同課は 2003 年度に、学生の創作活動の場として活用しようと決め、年間運営費とし
て 30 万円をあてることになりました。
　そこで、佐賀大学文化教育学部美術・工芸課程の学生に相談があり、同年 4月に第一
弾として、洋画や彫刻など 5人の作品を集めて展示しました。
　その後は学生リーダーを中心に希望者を募り、1年間のスケジュールに沿って運営を
しています。今までには西洋画を中心に、染織、窯芸、彫刻、木工、デザインなどの作
品が並びました。又、個人で企画して全てを一人でやる者や、仲の良い友人二人で開い
たり、学年のグループで開いたり、色々なケースが出てきました。
　公募展のような審査や、作品の大きさ・材質などの制約がなく、のびのびと制作して、
発表出来る場が生まれました。ただショーウインドーの奥行きが狭く大作が入らずに苦
心したり、南向きなので中は高温になり、作品が傷み日本画は展示出来ない事などの不
満もあります。
　表現をする者にとって、人に見てもらえることは大変な喜びです。トイレに用事があ
る人、通りすがりに見る人、中にはわざわざ見に来られる方もあるそうです。
　普通の画廊であれば鑑賞者との対話ができ、作品の批評をしてもらえますが、ここで
は作品の反響を知ることが出来ないのが残念です。一方、環境課には、時々電話などで市
民の方からのご意見やご感想が寄せられるそうです。
　トイレギャラリーに学生が展示を初めて 2年近くになります。運営の仕方や作品の展
示方法などのノウハウを知り、現在はスムーズに運営を行っています。
　美術は美術館や個展会場など、室内で特定の美術愛好者の方に見られることが多いの
ですが、日常生活の中で美術が生かされる空間があることは、望ましいことと思います。
　今年度も美術・工芸課程の学生は、中央展で入選や受賞をしましたし、地方展では多
数の受賞者を出し活躍しています。トイレギャラリーの活動を通して、今までの枠から
はみ出して、もっと大きく成長して欲しいと思います。
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　佐賀大学では、１１月２０日�、オープンキャンパスを開催し、近郊
の小中高校生や地域住民が多数訪れました。
　今年は、「地域と大学」をテーマに、学園祭と連携・協力して開催
し、７００人を越す来学者で賑わいました。特別企画「現代版『知のシ
ルクロード』佐賀を語る～佐賀大学と伊万里市との相互発信～」は、

「地域と大学」のテー
マに沿ったフォーラ
ムであり、パネリスト
からは、地域に根ざし
た佐賀大学に寄せる
熱い想いと期待が語
られました。
　他にも、各学部・図
書館でのパネル展示、
実演会、留学生による
自国の料理の試食会
及び文化紹介等さま
ざまな催しを学内随
所で行い、学外者に開
かれた大学としての
佐賀大学を大いにア
ピールすることがで
きました。
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　佐賀大学では、東京との産学官連携、地域連携、入試・就職活動の拠点として、佐賀大学東京オフィスを
平成１６年１０月２９日から開設しています。企業及び学校関係の皆様は、お気軽にお立ち寄りください。

　住   　   所

　　　　　　　
　　　　
　　　　　　
　　   　   　

　佐賀大学内のお問い合わせ先

電話・FAX
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：〒１０８-００２３
　東京都港区芝浦３-３-６
　キャンパスイノベーションセンター６１３号室
：０３-５４４０-９０７９
　　

　佐賀大学学術研究協力部国際研究協力課
　電話：０９５２-２８-８４０３
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広
報
室
も
、
右
記
の
通
り
「
外
部
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
」
を

迎
え
、
組
織
作
り
は
一
段
落
し
ま
し
た
。
そ
の
後
は
、

オ
ー
プ
ン
・
キ
ャ
ン
パ
ス
の
実
施
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

一
新
、
ウ
ェ
ブ
に
よ
る
「
学
内
報
」
と
「
メ
ー
ル
マ
ガ

ジ
ン
」
の
発
信
開
始
と
、
次
々
と
新
た
な
企
画
に
挑
戦

し
て
い
ま
す
。
国
立
大
学
の
広
報
も
、
学
内
の
情
報
を

流
す
だ
け
の
窓
口
で
な
く
、
広
報
戦
略
を
も
ち
独
自
の

企
画
を
打
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
に
な
っ
て
い
ま

す
。
「
学
内
報
」
と
「
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
」
は
、
佐
賀

大
学
広
報
室
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し
て
い
ま
す
。
学

内
の
様
子
が
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
わ
か
り
ま
す
。
是
非
ア

ク
セ
ス
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。　

　
（
広
報
室
長　

早
瀬　

博
範
）

　

佐
賀
大
学
広
報
室
で
は
、
平
成　

年　

月
よ
り
、
地
元
自
治
会
・
同
窓
会
・
学
生

１６

１２

に
加
え
て
、
各
界
で
ご
活
躍
の
方
々
を
外
部
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
選
出
・
委
嘱

し
、
大
学
広
報
に
関
す
る
各
界
の
意
見
を
取
り
入
れ
て
行
く
よ
う
に
し
ま
し
た
。

メ
ン
バ
ー
は
、
次
の
方
々
で
す
。
（
敬
称
略
）プ

ロ
デ
ュ
ー
サ
ー

永　

松　

慧　

一

フ
ォ
ト
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

大　

塚　

清　

吾

映
画
評
論
家

西　

村　

雄
一
郎

佐
賀
大
学
理
工
学
部
３
年
生

西　

田　

和　

生

佐
賀
大
学
医
学
部
４
年
生

齊　

郷　

智
恵
美

佐
賀
市
本
庄
校
区
自
治
会
長
会
会
長

光　

石　

隆　

則

佐
賀
市
立
本
庄
公
民
館
館
長

角　

田　

研　

三

㈱
佐
賀
I
D
C
代
表
取
締
役
社
長

浅　

川　

達　

夫

佐
賀
経
済
同
友
会
事
務
局
次
長

福　

母　

祐　

二

佐
賀
リ
コ
ー
㈱
代
表
取
締
役
社
長

矢　

野　

洋　

志

㈱
宣
伝
会
議
九
州
本
部
顧
問

古　

川　

静　

男

�������	　文化教育学部 教科教育　助教授　栗山　裕至
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