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談話室

　

日
本
史
の
教
科
書
で
も
お
な
じ
み
の
藤
原
京
や
平
城
京
、
つ
ま
り
古
代
都
城
は
、
い
わ
ば
役
人
の
た
め
の
都
市
で
あ
っ
た
。
平
城
宮
へ
出

仕
す
る
役
人
の
数
は
、
お
よ
そ
一
万
人
と
推
計
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
だ
け
の
大
人
数
が
一
カ
所
に
居
住
し
、
毎
日
勤
務
す
る
と
い
っ
た
形

態
は
、
日
本
の
歴
史
に
お
い
て
は
じ
め
て
の
こ
と
だ
っ
た
。
都
市
の
出
現
が
社
会
や
経
済
な
ど
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
こ
と
は
、

想
像
に
難
く
な
い
。

　

さ
て
、
都
市
の
定
義
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
重
要
な
要
素
の
ひ
と
つ
と
し
て
水
の
確
保
と
管
理
が
あ
げ
ら
れ
る
。
都
城
の
発
掘
調
査
に
お

い
て
、
上
水
道
を
大
規
模
に
配
し
た
証
左
は
な
い
た
め
、
基
本
的
に
大
量
の
井
戸
を
掘
削
し
、
生
活
用
水
を
確
保
し
た
と
み
ら
れ
る
。
藤
原

京
内
は
、
一
宅
地
に
つ
き
井
戸
が
ひ
と
つ
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
て
お
り
、
水
資
源
が
確
保
し
や
す
い
環
境
も
都
城
の
選
定
に

不
可
欠
な
要
素
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
問
題
は
排
水
で
あ
る
。
道
路
側
溝
や
堀
河
な
ど
を
利
用
し
た
排
水
体
系
が
確
立
し
な
け
れ
ば
、
多

数
の
住
民
に
よ
る
排
水
を
さ
ば
き
き
れ
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
上
下
水
の
確
保
な
し
に
、
万
単
位
の
人
口
を
抱
え
る
都
市
を
維
持
・
管
理

す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
藤
原
宮
が
藤
原
京
内
で
標
高
が
低
い
場
所
に
所
在
し
、
結
果
と
し
て
排
水
計
画
が
万
端
と
は
言
い
難
い
状
況
と

推
察
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
排
水
体
系
の
不
備
こ
そ
、
藤
原
京
が
わ
ず
か
一
六
年
弱
で
平
城
京
へ
遷
都
し
た
理
由
の
ひ
と
つ
と
思
量
さ
れ
る
。

　

右
で
触
れ
た
都
城
の
井
戸
だ
が
、
発
掘
調
査
に
よ
り
木
製
の
部
材
を
転
用
し
た
井
戸
枠
の
例
が
多
い
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。

藤
原
京
・
平
城
京
と
い
う
都
市
の
登
場
は
、消
費
す
る
膨
大
な
資
材
を
リ
サ
イ
ク
ル
し
、モ
ノ
を
循
環
さ
せ
る
シ
ス
テ
ム
の
幕
開
け
で
も
あ
っ

た
。
奈
良
時
代
後
半
以
降
、
瓦
を
転
用
し
た
井
戸
枠
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
れ
も
、
寺
院
等
で
交
換
し
た
瓦
を
再
利
用
し
よ
う
と
す
る
意
識
の

あ
ら
わ
れ
だ
ろ
う
。
都
城
で
は
、
役
人
の
給
食
用
と
考
え
ら
れ
る
膨
大
な
量
の
土
器
が
出
土
す
る
。
奈
良
時
代
後
半
、
食
器
様
式
は
単
調
と

古
代
都
城
雑
感

青
木
　
敬
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な
り
、
同
一
器
種
の
大
小
と
い
っ
た
法
量
分
化
も
減
じ
て
い
く
。
特
定
の
器
種
が
い
く
つ
も
の
用
途
に
ま
た
が
っ
て
使
用
さ
れ
た
ら
し
い
。

こ
れ
も
、
膨
大
な
消
費
量
を
満
た
す
だ
け
の
生
産
量
が
追
い
付
か
な
く
な
り
、
生
産
の
能
率
化
を
図
っ
た
結
果
だ
ろ
う
。
飛
鳥
時
代
、
半
島

や
大
陸
の
食
事
様
式
を
日
本
で
も
導
入
し
た
が
、
そ
れ
は
巨
大
化
す
る
都
市
に
よ
っ
て
解
体
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

話
題
を
変
え
よ
う
。
都
城
で
は
牛
馬
な
ど
の
動
物
資
源
も
再
利
用
さ
れ
、
一
例
と
し
て
脳
を
取
り
だ
し
て
皮
鞣
し
に
用
い
た
と
い
う
。
昨

年
度
、
都
城
出
土
の
牛
馬
骨
の
分
布
を
調
べ
、
こ
う
し
た
再
利
用
と
み
ら
れ
る
個
体
が
と
く
に
東
西
市
の
周
辺
に
多
い
こ
と
を
卒
業
論
文
で

指
摘
し
た
学
生
が
い
た
。
い
う
な
れ
ば
、
市
の
周
辺
に
は
膠
を
利
用
す
る
業
種
、
一
例
と
し
て
墨
づ
く
り
や
皮
鞣
し
な
ど
の
工
房
が
存
在
し

た
可
能
性
を
示
唆
す
る
の
だ
ろ
う
。
他
方
、
牛
馬
の
頭
を
用
い
た
漢
人
祭
を
修
し
た
痕
跡
と
推
定
で
き
る
例
も
存
在
す
る
。
漢
人
祭
と
は
、

疫
病
対
策
あ
る
い
は
雨
乞
い
と
し
て
修
さ
れ
た
生
贄
祭
の
こ
と
で
、
か
つ
て
水
野
正
好
は
、
ウ
マ
の
頭
だ
け
を
埋
納
し
た
遺
構
が
そ
の
証
左

と
説
い
た
。
牛
馬
の
再
利
用
を
困
難
に
す
る
漢
人
祭
は
、
律
令
制
下
に
お
い
て
禁
制
で
あ
っ
た
。『
続
日
本
紀
』
天
平
一
三
年
（
七
四
一
）

二
月
七
日
条
に
、
生
贄
祭
は
杖
打
ち
の
上
で
罪
を
課
す
と
あ
り
、『
類
聚
三
代
格
』
延
暦
一
〇
年
（
七
九
一
）
太
政
官
符
に
は
、「
牛
を
殺
し

漢
神
を
祭
る
に
用
い
る
こ
と
を
禁
制
す
る
」
と
あ
る
。
諸
国
の
農
民
に
対
し
殺
牛
馬
祭
祀
を
厳
禁
し
、
違
反
者
に
は
懲
役
一
年
を
科
す
の
だ

か
ら
、
殺
牛
馬
は
重
罪
だ
。
伝
統
的
な
習
俗
と
経
済
活
動
と
が
せ
め
ぎ
合
う
、
古
代
都
城
の
一
側
面
が
垣
間
み
え
る
。

　

古
代
都
城
の
特
徴
の
ひ
と
つ
に
、
碁
盤
の
目
状
に
道
路
を
配
し
た
土
地
区
画
、
す
な
わ
ち
条
坊
制
が
あ
る
。
条
坊
制
は
、
今
も
奈
良
や
京

都
な
ど
に
往
時
の
姿
を
と
ど
め
て
い
る
が
、
古
代
都
城
成
立
以
前
は
、
こ
う
し
た
街
区
が
膨
大
に
集
積
し
た
街
区
な
ど
、
当
然
の
こ
と
皆
無

で
あ
っ
た
。
無
数
か
つ
大
小
の
道
が
東
西
南
北
で
交
錯
し
、
四
方
へ
人
々
が
行
き
交
う
。
集
落
を
通
る
道
路
で
は
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
チ
マ

タ
（
古
代
の
交
差
点
）
が
存
在
し
な
い
。
従
来
な
か
っ
た
多
方
面
か
ら
人
々
が
往
来
す
る
様
を
目
の
当
た
り
に
し
、
当
時
の
人
々
が
畏
怖
の

念
を
い
だ
い
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
う
し
た
往
来
に
と
も
な
い
、
無
数
の
ケ
ガ
レ
が
都
市
へ
侵
入
す
る
こ
と
を
恐
れ
、
京
内
外
で
の
祓
が
整

備
さ
れ
た
は
ず
だ
。
つ
ま
り
、
大
祓
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
の
祓
、
疫
神
祭
、
道
饗
祭
な
ど
、
律
令
祭
祀
の
成
立
は
、
都
城
と
い
う
「
都
市

化
」
さ
れ
た
空
間
の
成
立
と
表
裏
一
体
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
考
古
学
）


