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今
か
ら
70
年
前
、
第
一
次
中
東
戦
争
で

激
し
く
敵
対
し
た
エ
ジ
プ
ト
と
イ
ス
ラ
エ

ル
に
休
戦
を
合
意
さ
せ
た
人
物
は
、
ラ
ル

フ
・
バ
ン
チ
と
い
う
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ

カ
人
で
し
た
。

　

バ
ン
チ
の
幼
少
期
は
孤
独
と
貧
困
と
差

別
に
満
ち
て
い
ま
し
た
。
早
く
に
両
親
を

亡
く
し
、
元
奴
隷
の
祖
母
に
引
き
取
ら
れ
、

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
で
最
も
犯
罪
の
多
い
貧
民

街
で
成
長
し
ま
し
た
。
働
き
な
が
ら
高
校

で
学
ん
だ
後
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ロ

サ
ン
ゼ
ル
ス
校（
Ｕ
Ｃ
Ｌ
Ａ
）を
総
代
と
し

て
卒
業
し
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
大
学
院
に

進
学
し
ま
し
た
。
こ
の
と
き
学
資
を
出
し

合
い
支
え
て
く
れ
た
の
が
米
国
内
の
黒
人

仲
間
で
し
た
。
黒
人
初
の
政
治
学
博
士
と

な
っ
た
バ
ン
チ
は
、
国
際
連
合
憲
章
の
起

草
に
も
携
わ
り
ま
し
た
。

　

1
9
4
8
年
5
月
に
始
ま
っ
た
第
一
次

中
東
戦
争
は
大
き
な
国
際
問
題
と
な
り
、

国
連
が
調
停
に
乗
り
出
す
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
最
初
に
調
停
官
と
し
て
派
遣
さ
れ

た
ベ
ル
ナ
ド
ッ
テ
伯
爵
が
過
激
派
に
よ
っ

て
暗
殺
さ
れ
た
の
を
受
け
、
当
時
45
歳
の

ラ
ル
フ
・
バ
ン
チ
が
後
任
と
な
り
ま
し
た
。

　

舞
台
を
エ
ー
ゲ
海
の
ロ
ー
ド
ス
島
に
移

し
て
の
調
停
は
難
航
を
極
め
ま
し
た
。
聖

書
の
時
代
か
ら
の
宗
教
対
立
に
加
え
、
安

易
な
譲
歩
を
許
さ
な
い
強
硬
な
世
論
が
背

後
に
あ
っ
た
の
で
す
。
両
国
の
代
表
団
は

会
場
の
廊
下
で
す
れ
違
っ
て
も
顔
を
背

け
、
交
渉
の
場
に
同
席
す
る
こ
と
す
ら
拒

み
ま
し
た
。
そ
の
た
め
双
方
と
個
別
に
折

衝
を
進
め
ま
し
た
が
、
両
者
が
納
得
で
き

る
妥
協
案
を
示
す
こ
と
は
至
難
の
業
で
し

た
。
バ
ン
チ
は
、
い
っ
た
ん
停
戦
が
実
現

し
さ
え
す
れ
ば
後
で
細
か
い
文
言
解
釈
を

巡
っ
て
戦
闘
が
再
開
さ
れ
る
こ
と
は
な
い

と
考
え
、
互
い
が
都
合
よ
く
解
釈
で
き
る

よ
う
な
文
面
を
練
り
上
げ
ま
し
た
。
あ
え

て
食
事
休
憩
を
取
ら
ず
、
協
議
を
深
夜
ま

で
長
引
か
せ
、
疲
れ
果
て
た
双
方
の
代
表

か
ら
少
し
ず
つ
譲
歩
を
引
き
出
し
た
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
。

　

6
週
間
の
交
渉
の
末
、
1
9
4
9
年

2
月
24
日
、
停
戦
協
定
が
締
結
さ
れ
ま
し

た
。
翌
年
バ
ン
チ
は
黒
人
初
、
し
か
も
史

上
最
年
少（
当
時
）の
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
受

賞
者
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
は
大
学
で

教
鞭
を
取
っ
た
り
、
黒
人
公
民
権
運
動
に

関
わ
っ
た
り
す
る
一
方
、
1
9
7
1
年
に

亡
く
な
る
ま
で
国
連
の
職
員
と
し
て
世
界

平
和
に
貢
献
し
続
け
ま
し
た
。

　

古
代
か
ら
近
代
ま
で
の
日
本
で
行

わ
れ
て
い
た
製
鉄
業
た
た
ら
製
鉄
。

最
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
の
は
中

国
山
地
で
あ
り
、
特
に
出
雲
や
石
見

で
し
た
。
そ
れ
は
た
た
ら
製
鉄
に
必

要
な
砂
鉄
と
木
炭
を
こ
の
地
域
が
豊

富
に
産
出
し
た
か
ら
で
あ
り
、
多
く

の
人
々
が
た
た
ら
製
鉄
に
関
わ
っ
て

生
計
を
た
て
て
い
ま
し
た
。

　

石
見
西
部
で
は
、
現
在
の
浜
田
市

三
隅
町
井い
の野

が
砂
鉄
の
一
大
生
産
地

で
、
井
野
の
砂
鉄
が
各
地
の
た
た
ら

場ば

に
送
ら
れ
、
鋳い
も
の物

用
の
銑せ
ん
て
つ鉄

（
炭

素
含
有
量
が
高
い
鉄
。
硬
い
が
衝
撃

を
受
け
る
と
割
れ
や
す
い
）
が
生
産

さ
れ
ま
し
た
。
製
品
は
大
阪
や
広
島
、

九
州
な
ど
に
流
通
し
、「
石
見
銑ず
く

」
と

し
て
ブ
ラ
ン
ド
化
し
て
い
ま
し
た
。

　

益
田
市
域
で
も
豊
富
な
材
木
を
活

か
し
て
、
た
く
さ
ん
の
た
た
ら
場
が

設
け
ら
れ
ま
し
た
。
匹
見
町
道
川
臼う
す

木き
だ
に谷

の
本ほ
ん
た
に
や
ま

谷
山
た
た
ら
跡
や
美
都
町

宇
津
川
大お
お
と
り鳥

の
大
鳥
た
た
ら
跡
が
市

指
定
史
跡
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

た
た
ら
製
鉄
に
従
事
し
た
人
々
が

信
仰
し
た
の
が
金か
な
や
ご

屋
子
神し
ん

で
す
。
金

屋
子
神
信
仰
は
中
国
地
方
一
円
に
広

が
っ
て
お
り
、安
来
市
広ひ
ろ
せ瀬

町
に
そ
の

総
本
社
と
さ
れ
る
金
屋
子
神
社
が
あ

り
ま
す
。
金
屋
子
神
は
女
神
と
さ
れ
、

犬
、
蔦つ
た

、
女
性
を
嫌
い
、
藤
、
蜜み
か
ん柑
、

死
体
を
好
む
と
い
い
ま
す
。

　

臼
木
谷
の
津つ
し
ま島

家
に
伝
わ
っ
た
金

屋
子
神
信
仰
に
関
す
る
文
化
財
が

「
津
島
家
金
屋
子
文
書
」
で
す
。
和わ
と綴

じ
の
本
１
冊
で
、表
紙
に
は
「
金か
な
や
ご

屋
子

神し
ん

秘ぴ

録ろ
く　

全ぜ
ん

」と
あ
り
ま
す（
正
確
に

は
「
金
屋
」
は
金
偏
に
「
屋
」）。
内
容

は
金
屋
子
神
の
由ゆ
い
し
ょ緒

や
祭さ
い
も
ん文

等
、
多

岐
に
わ
た
り
ま
す
。
奥
書
に
よ
る
と
、

安あ
ん
せ
い政
3
（
1
8
5
6
）
年
に
浜
田
藩

領
疋ひ
き
み見

組
上
道
川
村
臼
木
谷
の
藤
原

長
久
（
屋や
ご
う号

今
田
屋
）
が
写
し
た
も

の
を
、「
石
ハ
マ
」
の
住
人
青
木
義
盤

が
写
し
た
と
あ
り
ま
す
。

　

独
特
の
内
容
を
持
つ
こ
と
か
ら
、

同
様
の
金
屋
子
神
信
仰
を
伝
え
る
文

書
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
こ
の
地
域

の
信
仰
の
特
徴
を
明
ら
か
に
で
き
る

と
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

益田市の文化財の紹介

　　　　第3回　津
つ

島
しま

家
け

金
かな

屋
や

子
ご

文
もんじょ

書
【問い合わせ先】  市文化財課　☎ 31-0623

津島家金屋子文書の奥書の、

藤原長久が写したと記されている部分

4月号から「中世益田講座　益田氏 VS 吉見氏 編」
（全7回）を掲載します。


