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本
書
は
、
編
者
の
友
田
昌
宏
氏
が
所
属
す
る
東
北
大
学
東
北
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン

タ
ー
上
廣
歴
史
資
料
学
研
究
部
門
が
主
催
す
る
共
同
研
究
「
東
北
の
自
由
民
権
運
動
」

の
成
果
で
あ
る
。
二
〇
一
四
年
四
月
か
ら
二
〇
一
五
年
一
二
月
ま
で
約
二
年
間
に
わ

た
っ
て
複
数
回
開
催
さ
れ
た
研
究
会
で
の
報
告
を
基
に
一
冊
の
書
が
ま
と
め
ら
れ
た
。

同
研
究
会
に
参
加
し
た
八
名
の
研
究
者
が
各
々
一
つ
の
論
考
を
提
出
し
、
そ
れ
が
本

書
の
各
章
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
構
成
は
以
下
の
通
り
。

序　

章　
「
白
河
以
北
」
か
ら
自
由
民
権
運
動
研
究
に
新
た
な
息
吹
を
！（
友
田
昌
宏
）

　

Ⅰ　

過
去
の
研
究
が
問
い
か
け
る
も
の

第
一
章　

東
北
自
由
民
権
運
動
研
究
史
の
再
検
討
―
精
神
史
の
提
唱
を
め
ぐ
っ
て

（
河
西
英
通
）

第
二
章　

宮
城
県
に
お
け
る
自
由
民
権
運
動
の
展
開
と
そ
の
研
究
（
千
葉
昌
弘
）

　

Ⅱ　

各
地
に
お
け
る
運
動
の
展
開

第
三
章　

社
会
的
弱
者
の
民
権
運
動
―
『
朝
野
新
聞
』
に
み
る
宮
城
県
の
多
彩
な
結

社
に
注
目
し
て
（
新
井
勝
紘
）

　
友
田
昌
宏
編
著

『
東
北
の
近
代
と
自
由
民
権
　
―
「
白
河
以
北
」
を
越
え
て
』

鈴
木
　
啓
孝

第
四
章　
〈
反
民
権
〉
の
思
想
史
―
福
島
・
喜
多
方
事
件
再
考
の
た
め
に
（
松
崎
稔
）

第
五
章　

山
県
県
庄
内
地
域
の
自
由
民
権
運
動
―
ワ
ッ
パ
事
件
と
三
島
県
政
と
の
関

連
を
中
心
に
（
三
原
容
子
）

　

Ⅲ　

運
動
の
背
景
と
そ
の
後

第
六
章　

明
治
初
期
の
ハ
リ
ス
ト
ス
正
教
会
と
政
治
的
活
動
―
南
部
地
域
に
お
け
る

動
向
を
中
心
に
（
山
下
須
美
礼
）

第
七
章　

雲
井
龍
雄
と
米
沢
の
民
権
家
た
ち
―
精
神
の
継
承
を
め
ぐ
っ
て
（
友
田
昌

宏
）

第
八
章　

自
由
民
権
運
動
か
ら
初
期
社
会
主
義
運
動
へ
―
単
税
論
を
軸
と
し
て
（
後

藤
彰
信
）

東
北
自
由
民
権
運
動
関
係
文
献
目
録
（
一
九
八
六
〜
二
〇
一
五
）（
友
田
昌
宏
）

あ
と
が
き
（
友
田
昌
宏
）

　

共
著
の
書
籍
に
対
す
る
書
評
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
各
著
者
の
担
当
に
あ
わ
せ
て
各

章
の
要
旨
を
順
次
述
べ
る
べ
き
だ
が
、
残
念
な
が
ら
紙
幅
が
限
ら
れ
て
い
て
そ
の
余

裕
が
な
い
。
本
書
掲
載
の
各
論
考
に
つ
い
て
は
編
者
で
あ
る
友
田
氏
に
よ
る
簡
便
な

紹
介
が
あ
る
（
八
〜
二
四
頁
）
た
め
そ
ち
ら
に
ゆ
ず
り
、
以
下
本
稿
は
、
本
書
の
全

体
を
踏
ま
え
論
点
を
し
ぼ
っ
た
書
評
と
な
る
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。

　

ま
た
、
一
般
的
な
書
評
の
様
式
に
な
ら
え
ば
、
既
述
の
要
旨
を
踏
ま
え
て
そ
の
長

所
を
述
べ
、
そ
の
書
が
研
究
史
上
に
い
か
な
る
貢
献
を
な
す
も
の
で
あ
る
の
か
説
明

し
た
後
で
、
疑
問
点
や
不
足
部
分
を
あ
げ
る
と
い
う
手
順
を
踏
む
べ
き
で
あ
る
。
だ

が
、
本
稿
は
そ
の
基
本
に
則
ら
ず
、
あ
え
て
本
書
の
枠
組
み
に
対
す
る
疑
問
の
提
示

か
ら
始
め
る
こ
と
を
許
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。
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「
自
由
民
権
」
と
「
東
北
」。
本
書
は
、
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
こ
の
二
つ
の
キ
ー
ワ
ー

ド
に
関
連
す
る
現
在
の
研
究
状
況
を
踏
ま
え
た
問
題
提
起
の
書
と
い
え
る
。
自
由
民

権
運
動
の
み
な
ら
ず
東
北
の
近
代
史
に
関
連
す
る
研
究
は
、
友
田
氏
に
よ
れ
ば
「
停

滞
」
し
、
か
つ
「
不
振
」
で
あ
る
（
五
頁
）。
そ
の
状
況
を
打
ち
破
り
、
東
北
の
近

代
史
研
究
、
特
に
東
北
の
自
由
民
権
運
動
研
究
を
「
活
性
化
」（
二
四
頁
）
さ
せ
る

呼
び
水
と
な
り
た
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
本
書
を
通
読
し
終
え
た
時
点
で
評
者
の
頭
に
真
っ
先
に
思
い
浮
か
ん
だ
の

は
、「
自
由
民
権
」
と
い
う
枠
組
み
が
依
然
固
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
違
和

感
だ
っ
た
。

　

研
究
史
の
整
理
が
主
題
で
あ
る
第
Ⅰ
部
の
二
つ
の
章
と
、
最
終
章
の
第
Ⅲ
部
第
八

章
を
除
き
、
本
書
の
中
核
を
な
す
、
第
Ⅱ
部
第
三
章
か
ら
第
Ⅲ
部
第
七
章
ま
で
の
五

つ
の
章
は
、
明
治
ゼ
ロ
年
代
〜
一
〇
年
代
の
各
地
域
を
調
査
考
察
の
対
象
と
し
て
い

る
。
た
し
か
に
、
そ
こ
は
自
由
民
権
運
動
の
現
場
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
本
書
の
所
々
で
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
各
地
域
に
は
、
明
治
一
〇
年
代

に
至
る
ま
で
の
前
史
が
あ
り
、
そ
の
後
の
歴
史
の
展
開
も
あ
っ
た
。
だ
と
す
れ
ば
、

考
え
る
べ
き
方
向
性
は
自
由
民
権
運
動
と
い
う
時
代
の
流
行
へ
の
一
般
化
で
は
な
く
、

む
し
ろ
そ
の
逆
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
流
行
に
乗
っ
て
一
時
的
に
運
動
に

参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
に
挫
折
し
て
転
向
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
人

び
と
の
思
想
と
行
動
に
対
す
る
理
解
の
深
化
を
目
指
す
。
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
一

過
的
な
流
行
と
対
決
し
た
側
の
心
理
と
論
理
に
寄
り
添
っ
て
新
た
な
評
価
を
加
え
る
。

そ
の
よ
う
な
集
約
の
仕
方
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

評
者
が
そ
う
考
え
た
理
由
の
一
例
と
し
て
、
編
者
の
友
田
氏
自
身
が
担
当
し
た
第

七
章
を
と
り
あ
げ
た
い
。

　

米
沢
の
雲
井
龍
雄
が
具
現
し
て
い
た
「
有
司
専
制
批
判
の
精
神
」
が
宇
加
地
新
八
、

杉
原
謙
、
山
下
千
代
雄
と
い
っ
た
同
郷
の
後
輩
た
ち
に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う

の
が
友
田
氏
の
主
張
で
あ
る
。
自
由
民
権
運
動
が
時
代
の
主
流
だ
っ
た
明
治
ゼ
ロ
年

代
〜
一
〇
年
代
、
在
野
の
新
聞
な
ど
を
舞
台
に
華
々
し
い
政
府
批
判
を
行
っ
た
彼
ら

に
限
れ
ば
そ
う
評
価
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
の
後
軍
人
と
な
っ
た
宇
加

地
、
政
府
に
出
仕
し
た
杉
原
、
政
党
政
治
家
に
転
身
し
て
い
っ
た
山
下
と
い
う
三
人

の
後
半
生
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
と
き
、
気
に
な
る
の
は
、
彼
ら
の
生
涯
全
体
か
ら
み

れ
ば
若
か
り
し
時
代
の
ご
く
短
期
間
で
完
了
し
た
言
論
活
動
で
は
な
く
、
そ
う
い
う

青
年
期
を
過
ご
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
が
て
は
政
府
の
一
員
と
な
り
お
お
せ
た

彼
ら
の
壮
年
期
以
後
の
思
想
と
行
動
の
様
式
で
あ
る
。

　

政
府
の
末
端
に
連
な
っ
た
宇
加
地
と
杉
原
を
転
向
者
と
し
て
蔑
む
と
い
う
の
で
は

な
い
。
山
下
の
政
治
活
動
の
行
き
詰
ま
り
を
見
下
す
の
で
も
な
い
。
青
年
期
の
熱
中

か
ら
覚
め
、
当
初
思
い
描
い
た
理
想
の
世
界
の
実
現
が
不
可
能
な
こ
と
を
悟
っ
た
と

し
て
も
、
そ
れ
で
も
な
お
、
彼
ら
は
生
き
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
言

行
不
一
致
や
前
後
の
矛
盾
を
直
視
し
、
そ
の
上
で
、
そ
れ
に
寄
り
添
っ
た
人
物
理
解

を
目
指
せ
ば
、
あ
え
て
「
自
由
民
権
」
と
い
う
枠
組
み
に
縛
ら
れ
る
必
然
性
は
な
く

な
る
。
む
し
ろ
、
そ
の
縛
り
は
彼
ら
を
理
解
す
る
際
の
妨
げ
と
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま

り
、
単
に
自
由
民
権
運
動
研
究
で
は
な
く
、
そ
の
前
後
の
展
開
ま
で
を
視
野
に
入
れ

た
思
想
史
研
究
を
深
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
近
代
史
を
描
き
直
す
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
友
田
氏
自
身
が
単
著

『
戊
辰
雪
冤
―
米
沢
藩
士
・
宮
島
誠
一
郎
の
「
明
治
」』（
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
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〇
九
年
）
で
展
開
し
た
議
論
―
戊
辰
敗
戦
を
経
験
し
た
米
沢
藩
出
身
の
宮
島
誠
一
郎

が
、
そ
の
後
、
中
央
政
府
の
官
僚
と
し
て
の
後
半
生
を
生
き
抜
い
た
姿
を
描
き
出
し

た
―
と
も
密
接
に
つ
な
が
る
は
ず
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
も
う
一
つ
疑
問
点
を
あ
げ
れ
ば
、
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
「
東
北
」、
及
び
「
東

北
の
自
由
民
権
」
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
、
本
書
は
何
ら
か
の
結
論
な
り
新
し
い
展
望

な
り
を
示
し
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

本
書
所
収
の
各
論
考
が
扱
っ
た
地
域
を
県
単
位
で
み
る
と
、
福
島
×
二
、
宮
城
×

三
、
山
形
×
二
、
青
森
・
岩
手
×
一
と
な
る
が
、
こ
れ
を
旧
藩
の
区
分
（
支
藩
は
本

藩
に
含
む
）
で
整
理
し
直
せ
ば
、
会
津
、
仙
台
、
庄
内
、
南
部
（
八
戸
）、
米
沢
と

い
う
五
つ
の
地
域
の
み
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
現
在
の
山
形
県
や
福
島

県
に
散
在
し
て
い
た
小
藩
、
そ
し
て
何
よ
り
、
大
藩
で
あ
る
津
軽
と
秋
田
に
つ
い
て

の
論
及
が
み
ら
れ
な
い
。

　

そ
の
た
め
、
本
書
が
射
程
に
お
さ
め
る
の
は
「
白
河
以
北
（
外
ヶ
浜
以
南
）」
総

体
と
し
て
の
「
東
北
」
で
は
な
く
、
そ
の
「
東
北
」
の
名
の
も
と
で
要
求
さ
れ
た
「
自

由
民
権
」
で
も
な
い
。「
東
北
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
や
「
東
北
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」

を
問
題
と
し
、「
本
書
所
収
の
各
論
文
は
東
北
特
有
の
地
域
性
が
に
じ
み
出
た
も
の

と
な
る
」（
八
頁
）
と
い
う
前
置
き
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
書
を
読
み
終

え
た
時
に
評
者
が
感
じ
た
の
は
、
他
な
ら
ぬ
「
東
北
」
の
不
在
で
あ
る
。
む
し
ろ
「
東

北
」
と
い
う
枠
組
み
に
よ
る
縛
り
を
解
き
放
ち
、
ま
ず
は
、
各
地
の
明
治
一
〇
年
代

が
、
そ
の
土
地
固
有
の
歴
史
的
経
緯
の
た
め
依
然
混
沌
と
し
た
状
況
に
あ
っ
た
と
い

う
事
実
認
識
を
、
よ
り
徹
底
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
。

3

　

さ
て
、「
自
由
民
権
」
や
「
東
北
」
と
い
っ
た
既
成
概
念
を
脇
に
置
き
、
あ
ら
た

め
て
読
み
直
し
て
み
る
と
、
各
章
の
論
考
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
事
実
関
係
は

数
多
く
、
本
書
が
日
本
近
代
史
の
豊
か
な
鉱
脈
を
掘
り
当
て
て
貴
重
な
成
果
を
あ
げ

て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ぞ
共
著
を
読
む
際
の
醍
醐
味
と
い

う
べ
き
だ
が
、
同
じ
研
究
対
象
が
複
数
の
研
究
者
の
眼
で
異
な
る
角
度
か
ら
観
察
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
歴
史
展
望
が
拓
か
れ
る
瞬
間
に
立
ち
会
う
こ
と
が
で

き
る
。

　

そ
の
一
例
と
し
て
、
本
書
の
中
心
と
も
い
う
べ
き
第
Ⅱ
部
の
二
つ
の
論
文
に
登
場

し
た
三
島
通
庸
と
そ
の
周
辺
に
注
目
し
た
い
。

　

第
四
章
松
崎
論
文
の
主
題
は
会
津
地
域
の
自
由
民
権
運
動
と
敵
対
し
た
旧
会
津
藩

士
た
ち
で
あ
る
。
三
島
県
政
と
そ
れ
に
弾
圧
さ
れ
た
在
野
民
権
運
動
と
い
う
明
治
一

〇
年
代
時
点
の
二
極
的
対
抗
関
係
を
再
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
い
っ
た
ん
時
間
を

巻
き
戻
し
た
と
き
に
浮
か
び
上
が
っ
た
の
は
、
幕
藩
時
代
に
お
け
る
武
士
対
豪
農
の

身
分
差
別
、
戊
辰
戦
争
に
お
け
る
会
津
藩
士
対
土
佐
藩
士
の
激
突
、
そ
し
て
明
治
維

新
後
に
お
け
る
武
士
の
没
落
と
豪
農
の
台
頭
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
維
新
後
に
辛
酸
を

な
め
た
旧
会
津
藩
士
の
立
場
で
み
れ
ば
、
一
貫
し
て
自
分
た
ち
に
対
峙
す
る
相
手

だ
っ
た
の
は
豪
農
た
ち
で
、
そ
こ
に
土
佐
藩
が
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

会
津
地
方
の
自
由
民
権
運
動
と
は
、
そ
の
豪
農
と
旧
土
佐
藩
士
（
自
由
党
）
が
結

託
し
、
さ
ら
に
下
層
の
人
民
を
巻
き
込
ん
で
勢
い
を
増
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

そ
の
増
長
に
憤
っ
た
旧
会
津
武
士
た
ち
が
、
鹿
児
島
出
身
で
第
三
者
の
立
場
に
あ
っ

た
三
島
の
指
揮
す
る
県
政
に
協
力
し
、
自
由
党
主
導
の
政
治
運
動
と
敵
対
し
て
ゆ
く

の
は
成
り
行
き
上
、
当
然
と
な
る
。
彼
ら
の
結
集
原
理
は
怨
恨
だ
っ
た
。
何
ら
か
の

理
念
や
主
義
へ
の
共
鳴
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
怨
み
が
晴
ら
さ
れ
る
な
ど
状
況
が
変
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わ
れ
ば
結
合
の
必
要
性
も
な
く
な
る
。
喜
多
方
事
件
で
民
権
運
動
の
弾
圧
に
一
定
の

成
果
を
あ
げ
た
一
派
が
、
会
津
帝
政
党
の
組
織
化
を
不
調
の
う
ち
に
終
え
る
こ
と
に

対
す
る
説
明
と
し
て
も
、
こ
れ
は
き
わ
め
て
説
得
的
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
状
況
の
推
移
に
対
す
る
透
徹
し
た
洞
察
は
第
五
章
三
原
論
文
に
も
通
底

す
る
。
評
者
が
興
味
深
く
読
ん
だ
の
は
、「
ワ
ッ
パ
事
件
」
後
に
庄
内
地
域
の
自
由

民
権
運
動
が
盛
り
あ
が
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
指
導
者
の
森
藤
右
衛
門
の
理
念
や
行

動
力
の
み
な
ら
ず
、「
反
対
せ
ね
ば
な
ら
な
い
事
態
が
生
じ
て
初
め
て
政
治
意
識
が

活
性
化
す
る
」（
二
〇
三
頁
）
と
い
う
評
価
に
結
ば
れ
る
ま
で
の
議
論
の
運
び
で
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
そ
の
「
事
態
」
が
な
く
な
れ
ば
、
運
動
と
そ
の
組
織
化
の
前
提
が

失
わ
れ
て
し
ま
う
。
三
島
県
令
の
転
任
と
森
の
死
後
、
や
が
て
庄
内
地
域
に
安
定
し

た
支
配
体
制
が
確
立
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
当
地
で
「
ワ
ッ
パ
事
件
」
や
自
由
民
権
運

動
の
記
憶
が
急
速
に
風
化
し
て
い
っ
た
現
実
を
理
解
す
る
際
に
も
、
示
唆
に
富
む
視

角
で
あ
る
。

　

三
原
氏
は
本
論
考
を
「
中
間
報
告
」
と
位
置
づ
け
て
お
り
、
今
後
、
三
島
県
政
に

協
力
し
た
旧
鶴
岡
藩
上
士
層
「
御
家
禄
派
」
に
関
す
る
調
査
も
進
め
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
由
民
権
運
動
と
い
う
一
過
的
な
流
行
に
対
峙
し
た
側

の
心
理
と
論
理
が
剔
出
さ
れ
れ
ば
、
従
来
の
通
説
が
塗
り
替
え
ら
れ
る
可
能
性
は
高

い
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

4

　

以
上
、
評
者
に
は
最
も
重
要
と
思
わ
れ
た
論
点
に
的
を
絞
っ
た
評
と
な
っ
た
。
結

局
、
本
書
は
は
か
ら
ず
も
、
研
究
の
進
展
に
よ
っ
て
「
自
由
民
権
」
や
「
東
北
」
と

い
っ
た
既
成
の
枠
組
み
が
す
で
に
失
効
し
つ
つ
あ
る
現
状
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
評
者
は
、
本
書
が
「
東
北
の
自
由
民
権
」
と
い
う
限
ら
れ
た
分
野

に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
広
い
意
味
で
日
本
近
代
史
研
究
の
深
化
に
貢
献

し
う
る
、
と
い
い
た
い
の
で
あ
る
。

　

限
ら
れ
た
紙
幅
の
た
め
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
が
、
第
一
章
河
西
論
文
が
論

じ
た
か
つ
て
の
福
島
大
学
経
済
学
部
に
所
属
し
た
教
員
た
ち
に
よ
る
自
由
民
権
運
動

研
究
の
先
駆
性
、
第
二
章
千
葉
論
文
と
第
三
章
新
井
論
文
で
連
続
的
に
取
り
扱
わ
れ

た
宮
城
県
内
に
お
け
る
自
由
民
権
運
動
の
裾
野
の
広
が
り
、
第
六
章
山
下
論
文
で
問

題
と
さ
れ
た
自
由
民
権
運
動
と
宗
教
と
の
関
係
性
、
第
八
章
後
藤
論
文
の
テ
ー
マ
で

あ
っ
た
自
由
民
権
運
動
か
ら
初
期
社
会
主
義
へ
の
継
承
な
ど
、
本
書
に
教
え
ら
れ
る

こ
と
は
他
に
も
多
々
あ
る
。
各
論
考
は
一
見
独
立
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
間
に
意
外
な
つ
な
が
り
を
発
見
で
き
る
と
こ
ろ
も
、
本
書
を
読
み
進
め
て
ゆ
く
際

の
楽
し
み
の
一
つ
で
あ
る
。
本
書
を
手
に
し
た
読
者
諸
賢
に
お
か
れ
て
は
、
そ
う
し

た
発
見
を
基
に
新
た
な
歴
史
展
望
を
拓
か
れ
る
こ
と
を
是
非
勧
め
た
い
。

（
二
〇
一
七
年
二
月
刊
、
Ａ
5
判
、
三
四
五
頁
、
定
価
五
八
○
○
円
＋
税
、
日
本
経

済
評
論
社
）

（
す
ず
き
・
ひ
ろ
た
か　

熊
本
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
部　

文
学
部
歴
史

学
科
准
教
授
）


