
放
送
研
究
会
で
の
活
動
が
楽
し
く
て
た
ま

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

仲
間
の
手
助
け

映
像
製
作
と
い
う
も
の
に
は
多
く
の
段
階

が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
出
て
き
た
ア
イ
デ
ア
を

脚
本
に
し
て
そ
の
後
コ
ン
テ
と
呼
ば
れ
る
映

像
の
骨
組
み
を
作
り
ま
す
。
現
場
で
は
役
者

が
役
を
演
じ
監
督
は
演
出
を
し
ま
す
。
そ
し

て
カ
メ
ラ
で
映
像
を
撮
っ
て
マ
イ
ク
を
使
い

役
者
の
声
や
環
境
音
を
録
音
し
ま
す
。
カ
メ

ラ
の
画
角
の
外
で
は
撮
っ
た
画
が
綺
麗
に
見

え
る
よ
う
に
照
明
を
焚
き
ま
す
。
そ
の
ほ
か

に
も
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
管
理
し
た
り
、
撮
影

が
円
滑
に
進
む
よ
う
に
す
る
こ
と
は
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
撮
っ
た
映
像
は
最
後

に
編
集
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
だ
け
多
く
の
こ
と

を
経
て
映
像
と
い
う
も
の
は
で
き
上
が
り
ま

す
。
私
は
自
分
の
ア
イ
デ
ア
と
行
動
力
に
は

自
信
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
そ
れ
ま
で
カ

メ
ラ
や
編
集
ソ
フ
ト
に
も
触
れ
た
こ
と
が
な

か
っ
た
の
で
、
技
術
に
関
し
て
は
知
識
が

ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
こ
で
私
は
自
分
の
映
像
を
作
る
た
め
に

サ
ー
ク
ル
内
で
多
く
の
人
間
に
助
け
を
求
め

ま
し
た
。
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
を
プ
レ
ゼ

ン
し
、
映
像
化
で
き
た
ら
ど
ん
な
に
魅
力
的

か
訴
え
ま
し
た
。そ
の
結
果
、演
技
が
上
手
い

人
、
カ
メ
ラ
が
上
手
い
人
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

管
理
が
上
手
い
人
な
ど
た
く
さ
ん
の
人
々
に

助
け
て
も
ら
い
ま
し
た
。
こ
の
過
程
は
私
の

な
か
で
、
大
学
生
活
で
一
番
と
言
っ
て
も
い

い
ほ
ど
の
経
験
で
し
た
。
自
分
か
ら
何
か
を

発
信
し
て
人
に
手
伝
っ
て
も
ら
う
こ
と
は
、

大
き
な
も
の
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
は
必
要

な
こ
と
で
す
。
人
に
助
け
を
求
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
こ
と
は
逆
に
自
分
の
成
長
に
も
つ

な
が
る
の
だ
と
実
感
し
ま
し
た
。

興
味
本
位
で
始
め
た
映
像
製
作

私
は
２
０
１
７
年
の
春
に
中
央
大
学
に
入

学
し
ま
し
た
。
高
校
ま
で
は
野
球
部
に
所
属

し
球
児
と
し
て
練
習
に
明
け
暮
れ
る
日
々
で

し
た
が
、
大
学
生
に
な
っ
て
野
球
を
離
れ
た

と
き
、
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
は
何
な
の
だ

ろ
う
と
考
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
入
っ
た
の
が

放
送
研
究
会
で
す
。
放
送
研
究
会
と
は
映
像

製
作
を
行
っ
た
り
、
ラ
ジ
オ
を
収
録
し
た
り

す
る
サ
ー
ク
ル
で
す
。
子
ど
も
の
頃
か
ら
テ

レ
ビ
や
映
画
を
見
る
こ
と
は
好
き
で
し
た
。

ま
た
絵
を
描
い
た
り
な
ど
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ

な
こ
と
も
好
き
だ
っ
た
の
で
、
放
送
研
究
会

で
自
分
の
ア
イ
デ
ア
を
形
に
で
き
た
ら
と
思

い
入
り
ま
し
た
。

映
像
製
作
自
体
は
そ
れ
ま
で
ま
っ
た
く

未
経
験
で
し
た
が
、
新
た
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
と

し
て
や
っ
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
初
め

て
自
分
の
作
品
を
作
る
と
き
に
は
わ
か
ら

な
い
こ
と
ば
か
り
で
し
た
。
そ
も
そ
も
カ
ッ

ト
割
り
や
演
出
な
ど
気
に
し
て
映
像
を
見

た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
見
様
見
真
似
で

映
像
を
作
っ
て
い
き
ま
し
た
。
完
成
し
た
作

品
を
見
た
と
き
、
達
成
感
が
込
み
上
げ
て
き

ま
し
た
。
自
分
の
ア
イ
デ
ア
が
映
像
と
し
て

流
れ
る
こ
と
の
喜
び
は
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

そ
こ
か
ら
映
像
に
の
め
り
込
ん
で
い
き
ま

し
た
。
映
像
に
し
た
い
脚
本
、
演
出
が
ど
ん

ど
ん
浮
か
ん
で
き
て
、
そ
れ
を
実
現
で
き
る

文
学
部
生
の

リ
ア
ル
な
！
学
生
生
活

文
学
部
生
の
リ
ア
ル

な
学
生
生
活
の
様
子

を
掲
載
し
、
ご
父
母

の
皆
さ
ま
に
文
学
部

生
の
充
実
し
た
キ
ャ

ン
パ
ス
ラ
イ
フ
の
風

景
、
ま
た
文
学
部
な

ら
で
は
の
取
り
組
み

等
の
情
報
を
発
信
い

た
し
ま
す
。

vol.33

自
分
の
可
能
性
を 

試
す
場

塩し

お

野の 

峻し
ゅ
ん

平ぺ

い

文
学
部
人
文
社
会
学
科
社
会
学
専
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４
年

東
京
都
立
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多
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等
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身
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映
画
『
レ
イ
デ
ィ
オ
』

私
は
サ
ー
ク
ル
引
退
の
集
大
成
と
し
て

『
レ
イ
デ
ィ
オ
』と
い
う
短
編
映
画
を
製
作
し

ま
し
た
。
先
述
し
た
よ
う
に
こ
の
作
品
に
も

多
く
の
人
々
が
関
わ
っ
て
く
れ
て
完
成
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
私
は
こ
の
作
品
を

も
っ
と
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と

思
い
映
画
祭
に
出
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ

の
結
果
い
く
つ
か
の
映
画
祭
で
良
い
評
価
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
れ
ま
で
自
分
た
ち
の
映
像
も
含
め
ど
こ

か
映
像
を
見
る
と
き
に
、
カ
ッ
ト
の
つ
な
ぎ

や
カ
メ
ラ
ワ
ー
ク
な
ど
技
術
の
面
ば
か
り
に

注
目
し
て
見
て
し
ま
っ
て
い
た
と
こ
ろ
が
あ

り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
映
像
を
完
成
さ
せ
る

た
め
に
は
技
術
も
大
切
で
す
。
し
か
し
『
レ

イ
デ
ィ
オ
』
を
自
分
た
ち
の
こ
と
を
知
ら
な

い
人
に
見
て
も
ら
っ
た
と
き
、
多
く
の
人
に

私
た
ち
が
表
現
し
た
か
っ
た
こ
と
を
伝
え
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。こ
の
伝
え
た
い
思
い
、

メ
ッ
セ
ー
ジ
と
い
う
も
の
こ
そ
が
映
像
、
特

に
映
画
に
は
も
っ
と
も
大
事
な
要
素
な
の
で

は
な
い
か
と
映
画
祭
を
回
っ
て
い
く
中
で
感

じ
ま
し
た
。

そ
う
い
う
意
味
で
も
こ
の『
レ
イ
デ
ィ
オ
』

と
い
う
作
品
は
自
分
の
中
の
価
値
観
を
大
き

く
変
え
る
こ
と
に
な
っ
た
作
品
で
す
。『
レ
イ

デ
ィ
オ
』
を
製
作
し
、
多
く
の
人
に
見
て
も

ら
う
こ
と
が
で
き
た
の
が
学
生
生
活
の
な
か

で
最
も
嬉
し
い
瞬
間
で
し
た
。

自
分
の
可
能
性

私
は
大
学
生
と
い
う
期
間
は
自
分
の
可
能

性
を
試
す
期
間
だ
と
思
い
ま
す
。
大
学
と
い

う
場
所
に
は
自
分
の
興
味
に
応
じ
て
い
ろ
い

ろ
な
体
験
が
で
き
る
場
所
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
授
業
で
も
あ
り
ま
す
し
、部
活
動
、サ
ー

ク
ル
、
ま
た
自
主
的
に
何
か
を
得
よ
う
と
す

る
こ
と
で
も
、
大
学
の
名
前
を
借
り
て
動
く

こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
ん
な
に
自
分
の
た
め

に
時
間
を
使
え
る
期
間
は
人
生
で
も
そ
ん
な

に
多
く
は
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
は
大
学
に
入
っ
て
映
像
製
作
を
始
め
ま

し
た
が
、
自
分
が
こ
こ
ま
で
映
像
に
の
め
り

込
む
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ

も
映
像
製
作
に
触
れ
て
み
た
か
ら
こ
そ
生
ま

れ
た
「
可
能
性
」
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で

見
つ
け
た
可
能
性
は
必
ず
そ
の
先
の
人
生
に

影
響
を
与
え
ま
す
。
私
は
大
学
生
活
で
見
つ

け
た
こ
の
可
能
性
を
信
じ
て
ク
リ
エ
イ
テ
ィ

ブ
な
世
界
に
進
み
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
こ

れ
か
ら
も
多
く
の
人
に
何
か
を
届
け
ら
れ
る

も
の
を
作
っ
て
い
き
た
い
で
す
。

文
学
部

文学部にある「共同研究室」

のなかから、今回は「日本史学

研究室」を紹介いたします。日

本史学研究室は3号館の7階に

あり、30席ほどの閲覧室、ゼ

ミに使用する演習室、約2万冊

を収蔵する書庫で構成され、専

攻の学生だけでなく中大生なら

誰でも利用することができる場

所です。通常であれば、調べ物

や自習、グループ学習をする1

年生から4年生までの学生たち

で常に賑わっています。しかし

2020年度は、開室時間の短縮

や閲覧利用の縮小を行うなど、

学生の皆さんにご不便をおかけ

しながらの開室を余儀なくされ

ております。

閲覧室の書架には、辞書類や

通史の概説書、『国史大系』など

の基礎資料をすぐに手に取れる

ように置いてあります。また、

「古文書学演習」やゼミにおいて

古文書を解読するための手助け

となる「くずし字」に関する辞

典類、日本各地の遺跡について

学ぶシリーズなどの、「文献だけ

でなく考古学的視点からも各時

代の歴史を学ぶ」という専攻の

特長を活かした考古学に関する

文献を集めたコーナーもありま

す。書庫内の約2万冊の史料や

文献もあわせて、実際に図書を

手に取り、歴史への興味をさら

に深めてもらいたいと思ってお

ります。

近年では、ジャパン・ナレッ

ジなどの便利な辞書・事典サイ

トや、国立国会図書館や各地の

資料館・博物館のデジタルコレ

クションなど、インターネット

上で閲覧できる資料も増えてお

り、コロナ禍における自宅学習

の一助となっています。しかし、

歴史を研究するうえでは、いま

だデジタル化されない資料がた

くさん存在します。新年度には、

学生の皆さんが資料を片手にク

ラスやゼミのメンバーと議論を

交わし、学修を深めていく光景

が研究室に戻ってくるようにと

祈念しています。

研究室を 
のぞいてみよう

From the Facu lt y  of  Let t e r s

文学部だより
@

文学部 
日本史学研究室
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