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果
て
ぬ
平
和 

 

中
東
の
戦
後
７
０
年 

（ 

三
十
七
） 

第
五
章
：
二
つ
の
こ
よ
み(

西
暦
と
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦) 

 

一
．
西
暦
に
侵
食
さ
れ
る
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦  

イ
ス
ラ
ー
ム
の
世
界
で
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
暦(

ヒ
ジ
ュ
ラ
暦)

が
今
も
生
活
の
隅
々
に
浸
透
し
、
市
民
の
生
活
の

歯
車
と
な
っ
て
い
る
。
ヒ
ジ
ュ
ラ
は
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
が
、
マ
ッ
カ
か
ら
マ
デ
ィ
ナ
に
移
住
し
た
こ
と
を
意
味
し

て
お
り
日
本
語
で
は「
聖
遷
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
聖
遷
が
あ
っ
た
年
が
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
の
始
ま
り
で
あ
り
、

西
暦
六
二
二
年
七
月
十
六
日
が
ヒ
ジ
ュ
ラ
元
年
一
月
一
日
で
あ
る
。 

  

ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
は
新
月
か
ら
次
の
新
月
ま
で
の
二
十
九
日
ま
た
は
三
十
日
を
一
か
月
と
し
、
十
二
か
月
を
一

年
間
と
す
る
純
粋
の
太
陰
暦
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
世
界
で
使
わ
れ
て
い
る
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
（
西
暦
）
は
太

陽
の
動
き
を
も
と
に
、
一
年
間
を
３
６
５
日
或
い
は
３
６
６
日
と
し
、
そ
れ
を
十
二
で
割
っ
た
数
値
を
一
か
月

と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
は
西
暦
に
比
べ
一
年
間
の
日
数
が
十
日
な
い
し
十
二
日
短
い
。 

  

日
本
で
も
か
つ
て
は
月
の
満
ち
欠
け
に
よ
る
太
陰
暦
が
使
わ
れ
て
い
た
が(

旧
暦
）
、
季
節
の
ず
れ
を
調
整
す

る
た
め
に
閏
月(

う
る
う
づ
き
）
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
で
は
そ
の
よ
う
な
操
作
は
行
わ
れ
な
い
た
め
毎
年
季
節
が
少
し
ず
つ
ず

れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
断
食
月
と
し
て
知
ら
れ
る
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
第
九
番
目
の
ラ
マ
ダ
ー
ン
、
或
い
は
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
最
後
の
十
二
番
目
の
月

の
恒
例
の
マ
ッ
カ
大
巡
礼(

ハ
ッ
ジ
）
が
真
夏
に
な
る
こ
と
も
あ
れ
ば
真
冬
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
で
は
三
十
数
年
単
位
で
季
節
が
巡
る
こ

と
に
な
る
。
西
暦
６
２
２
年
が
ヒ
ジ
ュ
ラ
元
年
で
あ
っ
た
が
、
今
年(

２
０
２
０
年
）
８
月
に
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
は
１
４
４
２
年
を
迎
え
る
。
西
暦
６
２
２
年
か
ら

２
０
２
０
年
ま
で
は
１
３
９
８
年
間
で
あ
る
が
、
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
で
は
１
４
４
２
年
間
で
あ
り
暦
の
上
で
は
四
十
四
年
も
先
に
進
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。 

  

イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
と
昔
の
日
本
が
同
じ
太
陰
暦
を
使
用
し
な
が
ら
日
本
で
は
閏
月
を
設
け
て
季
節
の
ず
れ
を
調
整
し
た
の
に
対
し
て
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦

http://ocininitiative.maeda1.jp/Chapter5-1English.pdf
http://ocininitiative.maeda1.jp/Chapter5-1Arabic.pdf
http://ocininitiative.maeda1.jp/Chapter5-1Arabic.pdf
http://ocininitiative.maeda1.jp/Chapter5-1Arabic.pdf
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で
は
今
も
調
整
さ
れ
な
い
理
由
を
考
え
る
と
興
味
深
い
。
そ
も
そ
も
毎
日
の
月
の
満
ち
欠
け
を
暦
の
ベ
ー
ス
に
す
る
こ
と
は
、
太
陽
が
一
年
を
か
け

て
高
低
を
繰
り
返
し
、
日
の
出
と
日
没
が
ほ
ん
の
少
し
ず
つ
早
く
な
っ
た
り
遅
く
な
っ
た
り
す
る
現
象
に
比
べ
て
目
に
見
え
て
わ
か
り
や
す
い
。
そ
し

て
も
う
一
つ
イ
ス
ラ
ー
ム
発
祥
の
中
東
に
は
月
と
太
陽
に
対
す
る
特
有
の
感
覚
の
違
い
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
日
本
の
よ
う
な
温
帯
性

気
候
の
国
で
は
太
陽
は
恵
み
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
灼
熱
の
乾
燥
し
た
砂
漠
が
多
い
中
東
で
は
太
陽
は
時
に
死
を
意
味
す
る
。
そ
れ
に
対
し

て
穏
や
か
な
月
夜
は
憩
い
の
時
で
あ
る
。
ア
ラ
ブ
の
人
々
は
太
陽
よ
り
も
月
を
愛
す
る
。 

  

そ
し
て
日
本
で
季
節
の
ず
れ
を
調
整
す
る
た
め
に
旧
暦
に
閏
月
を
設
け
た
の
に
対
し
て
中
東
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
が
あ
え
て
季
節
の
ず
れ
を
容
認

し
た
理
由
は
、
前
者
が
農
耕
社
会
で
あ
り
、
後
者
が
牧
畜
社
会
だ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
農
耕
社
会
で
は
種
蒔
き
か
ら
収
穫
ま
で
季
節
と

と
も
に
移
ろ
い
ゆ
く
。
太
陽
の
動
き
と
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
牧
畜
社
会
で
も
山
野
に
牧
草
が
生
え
る
季
節
、
そ
し
て
動
物
の
繁
殖
期
な
ど

季
節
と
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
人
手
を
加
え
な
く
て
も
草
は
生
え
、
家
畜
は
子
供
を
生
む
。
だ
か
ら
牧
畜
民
族
は
農
耕
民
族
ほ
ど
暦
に

敏
感
で
あ
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。 

  

太
陰
暦
に
も
暦
に
合
わ
せ
た
い
ろ
い
ろ
な
行
事
が
あ
る
。
日
本
で
い
え
ば
八
十
八
夜
、
二
百
十
日
な
ど
数
多
く
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
季
節
に
合
わ

せ
た
行
事
で
あ
り
、
自
然
現
象
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
し
か
し
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
の
代
表
的
な
行
事
で
あ
る
ラ
マ
ダ
ン
（
断
食
）
や
ハ
ジ(

マ
ッ
カ
大
巡

礼)

は
い
ず
れ
も
自
然
と
は
無
関
係
な
人
間
の
行
為
で
あ
り
、
季
節
を
問
わ
な
い
。 

  

季
節
と
は
無
関
係
な
経
済
活
動
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
経
済
活
動
は
給
料
、
支
払
決
済
な
ど
月
単
位
の
も
の
が
多
い
。
し
か
し
こ
の
場
合
、

一
月
の
長
さ
は
太
陽
暦
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
商
人
同
士
の
間
で
は
一
か
月
は
新
月
か
ら
新
月
ま
で(

或
い
は

満
月
か
ら
満
月
ま
で
）
と
決
め
れ
ば
良
い
話
で
あ
る
。
彼
ら
は
そ
れ
で
不
便
は
感
じ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。 

  

こ
う
し
て
中
東
の
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
は
１
４
０
０
年
に
わ
た
り
伝
統
の
生
活
様
式
を
守
っ
て
き
た
。
し
か
し
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
十
五
世
紀
、
す
な
わ
ち
西

暦
１
９
８
０
年
前
後
か
ら
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
波
に
巻
き
込
ま
れ
、
年
月
の
尺
度
を
西
暦
に
合
わ
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
世
界
の
国
々

を
相
手
に
取
引
を
行
う
た
め
に
は
西
欧
諸
国
の
デ
フ
ァ
ク
ト
ス
タ
ン
ダ
ー
ド(

事
実
上
の
世
界
標
準)

と
し
て
の
西
暦
制
度
に
合
わ
せ
る
こ
と
が
必
要

不
可
欠
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
最
初
の
分
野
が
金
融
の
世
界
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
西
暦
の
年
度
、
月
次
、
日
次
が
取
引
の
基
準
と
な
る
。
そ
し
て
取
引
日
も
月
曜
日
か
ら
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金
曜
日
ま
で
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
中
東
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
で
は
最
近
ま
で
木
曜
日
と
金
曜
日
が
休
み
で
あ
り
、
取
引
日
は
土
曜
日
か
ら
水
曜

日
ま
で
で
あ
る
。
両
者
が
重
複
す
る
の
は
、
月
曜
、
火
曜
、
水
曜
の
三
日
間
だ
け
と
な
り
極
め
て
効
率
が
悪
い
。
西
欧
諸
国
が
日
曜
日
を
安
息
日
と

す
る
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
で
は
金
曜
日
は
礼
拝
日
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
も
こ
れ
だ
け
は
絶
対
譲
れ
な
い
。
結
局
イ
ス
ラ
ー
ム
側
が
歩

み
寄
る
形
で
、
現
在
で
は
中
東
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
は
週
休
二
日
制
を
金
曜
と
土
曜
に
変
更
し
て
い
る
。 

 

表
面
的
に
は
制
度
の
変
更
で
し
か
な
い
が
、
ム
ス
リ
ム(

イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒)

の
心
の
リ
ズ
ム
は
狂
い
始
め
た
。
生
活
を
律
す
る
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
と
グ
ロ

ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
已
む
無
く
西
暦
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
心
の
葛
藤
が
穏
健
な
一
般
市
民
の
深
層
心
理
の
中
に
生
ま
れ
た
の
で

あ
る
。 
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