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談話室

　

長
年
、
日
本
時
代
史
で
近
世
史
の
概
説
を
担
当
し
て
き
た
が
、
毎
年
学
生
が
大
き
な
反
応
を
見
せ
る
の
が
、
享
保
の
改
革
の
目
安
箱
設
置

に
つ
い
て
の
話
で
あ
る
。
高
校
の
教
科
書
は
じ
め
多
く
の
書
物
や
近
世
の
概
説
書
が
、
庶
民
の
意
見
を
政
治
に
反
映
さ
せ
た
政
策
と
し
て
描

い
て
い
る
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
話
を
す
る
と
、
学
生
た
ち
は
様
々
な
反
応
を
示
す
。

　

私
は
、
目
安
箱
は
庶
民
の
意
見
を
聞
く
と
い
う
将
軍
の
ア
ピ
ー
ル
で
あ
っ
て
、
目
安
箱
に
投
書
さ
れ
た
意
見
は
ほ
と
ん
ど
が
黙
殺
さ
れ
、

焼
き
捨
て
ら
れ
て
お
り
、
庶
民
の
意
見
の
ほ
と
ん
ど
は
政
治
に
反
映
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
長
年
話
し
て
い
る
。
目
安
箱
へ
は
膨
大
な
投

書
が
あ
っ
た
が
、
実
現
さ
れ
た
政
策
が
小
石
川
養
生
所
の
設
置
以
外
に
ど
れ
ほ
ど
あ
る
だ
ろ
う
か
。
高
校
教
科
書
に
は
こ
の
事
例
だ
け
し
か

挙
げ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
以
外
に
管
見
の
限
り
数
例
し
か
知
ら
な
い
。
一
方
で
、
目
安
箱
に
投
書
し
た
た
め
に
処
罰
を
受
け
た
例
は
し
ば
し
ば

見
受
け
ら
れ
る
。

　

享
保
六
年（
一
八
二
一
）七
月
に
発
布
さ
れ
た
目
安
箱
設
置
触
書
に
つ
い
て
、目
安
箱
の
設
置
だ
け
が
多
く
の
研
究·

概
説
で
は
評
価
さ
れ
、

触
書
が
出
た
背
景
を
論
じ
た
も
の
は
少
な
い
。
触
書
の
冒
頭
に
は
、「
近
頃
、
所
々
に
お
い
て
名
前
や
住
所
が
不
明
な
者
の
捨
て
文
が
あ
り
、

な
か
に
は
法
外
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
り
す
る
。」
と
あ
り
、
捨
て
文
の
多
さ
を
問
題
に
し
て
い
る
。
捨
て
文
と
は
、
政
治
や
役
人
の
批

判
を
記
し
役
所
の
門
前
な
ど
に
捨
て
て
お
く
文
書
で
、
な
か
に
は
貼
り
札
と
い
っ
て
役
所
の
門
や
壁
に
貼
り
付
け
て
お
く
挑
発
的
な
行
為
も

あ
っ
た
。
こ
の
状
況
に
対
応
し
て
、
目
安
箱
を
設
置
す
る
か
ら
今
後
捨
て
文
は
無
視
す
る
と
、
触
書
は
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
目
安
箱
の
設

置
は
将
軍
吉
宗
の
思
い
付
き
で
は
な
く
、
捨
て
文
な
ど
政
治
批
判
の
増
大
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
概
説
や
教
科
書
な
ど
は
こ
の
こ

と
が
無
視
さ
れ
て
い
る
。

目
安
箱
は
民
衆
の
意
見
を
政
治
に
反
映
さ
せ
た
の
か
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幕
府
は
、
ど
の
よ
う
な
内
容
を
投
書
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
か
。
触
書
に
は
、
第
一
に
幕
政
上
の
利
益
に
な
る
意
見
、
第
二
に
役
人
の
非
分

の
密
告
、
第
三
に
訴
訟
の
審
理
が
役
人
の
怠
惰
に
よ
っ
て
遅
延
し
て
い
る
実
情
、
を
投
書
す
る
よ
う
に
と
奨
励
し
、
一
方
で
自
分
の
利
欲
や

遺
恨
を
晴
ら
す
目
的
、
支
配
役
所
へ
の
出
願
以
前
の
事
案
や
裁
判
が
進
行
中
の
紛
争
、
流
言·

虚
説
を
上
申
す
る
こ
と
は
禁
じ
て
い
る
。

　

こ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
捨
て
文
の
内
容
が
、
役
人
た
ち
の
施
政
に
対
す
る
非
難
や
、
裁
判
の
停
滞
・
裁
許
に
対
す
る
不
満
が
多
か
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
投
書
を
奨
励
し
て
い
る
の
は
、
幕
府
と
し
て
は
役
人
た
ち
の
施
政
の
実
情
を
把
握
し
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

禁
止
さ
れ
て
い
る
内
容
も
、
捨
て
文
の
中
に
は
多
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
江
戸
幕
府
評
定
所
が
刑
事
裁
判
の
類
例
を
分
類
抄
録
し
た
『
御

仕
置
類
例
集
』
に
、
目
安
箱
の
投
書
で
処
罰
さ
れ
た
例
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
す
べ
て
触
書
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
事
項
に
関
わ
っ
た
も
の

で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
目
安
箱
は
、
政
治
批
判
が
高
ま
る
中
で
、
特
に
庶
民
と
の
接
点
に
当
た
る
実
務
担
当
の
役
人
た
ち
の
情
報
を
集
め
よ
う
と
し
、

一
方
で
直
訴
の
一
部
を
認
め
な
が
ら
民
衆
の
不
満
を
ガ
ス
抜
き
し
た
も
の
で
あ
り
、
政
策
の
提
案
は
建
前
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
民
衆

か
ら
の
政
策
の
提
案
で
実
現
し
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
役
人
た
ち
へ
の
不
満
を
知
る
こ
と
は
、
何
よ
り
も
役
人
の
支
配

統
制
に
有
用
で
あ
る
。
吉
宗
が
直
属
の
隠
密
と
し
て
設
置
し
た
御
庭
番
の
調
査
の
多
く
が
、
役
人
た
ち
の
素
行
調
査
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
深

井
雅
海
氏
の
研
究
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
役
人
の
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
は
、
支
配
者
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

　

た
だ
享
保
改
革
期
初
期
に
年
貢
増
徴
な
ど
支
配
を
強
化
さ
せ
て
い
る
の
は
、
吉
宗
お
よ
び
幕
府
の
政
策
で
あ
る
。
そ
の
支
配
の
強
化
が
実

務
層
の
役
人
を
通
じ
て
民
衆
を
抑
圧
し
、
民
衆
の
不
満
や
批
判
が
役
人
た
ち
に
向
か
っ
て
い
た
。
民
衆
の
不
満
な
ど
を
目
安
箱
に
よ
っ
て
情

報
収
集
し
な
が
ら
、さ
ら
に
役
人
た
ち
に
対
す
る
統
制
を
強
化
し
、あ
る
い
は
処
罰
し
て
、さ
ら
に
支
配
を
強
め
専
制
権
力
を
確
立
し
て
い
っ

た
の
が
吉
宗
の
政
策
で
あ
っ
た
。
一
方
で
、
実
務
役
人
に
責
任
と
民
衆
の
不
満
を
押
し
付
け
な
が
ら
、
民
衆
に
対
し
て
正
義
の
味
方
と
し
て

将
軍
が
は
る
か
上
に
存
在
す
る
姿
を
見
せ
つ
け
た
の
が
、
徳
川
吉
宗
の
目
安
箱
設
置
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

い
ま
で
も
自
治
体
の
首
長
や
経
営
者
が
、
目
安
箱
と
称
し
て
広
く
意
見
を
聞
く
例
を
見
る
事
が
あ
る
が
、
果
た
し
て
意
見
は
聞
き
届
け
ら

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

（
日
本
近
世
史
）


