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・
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・
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-
i
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-
鰹
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士
回
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古
代
猶
士
共
同
障
の
形
態

僚
主
掠
.

，寸L

A 

時
宜
十
三
巻

五
六
八

居費

究

古
代
猶
太
共
同
盟
の
形
態

ー

l
古

代

猶

太

の

共

同

健

合

一

)
|
l

津

崎

造

堅

吉
き
に
古
代
猶
大
共
同
値
目
成
立
に
ワ
い
て
遮
べ
た
か
ら
、
と
与
に
は
そ
の
形
態
に
つ
い
て
、
家
族
、
岡
家
、
数
園
田
獲
量
由
順
序
に
従
っ
て
越

J
R

ょう。

家

族

、

司
家
族
と
個
人
及
び
宗
族
。
紳
ヤ

1
ウ
ヱ
と
イ
ス
ラ
エ
ル
族
と
の
開
係
が
、
大
韓
に
於
で
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
に
針
し
た
も
D
で
あ

る
と
さ
れ
る
。
従
て
皐
た
る
個
々
人
に
勤
し
て
筋
さ
れ
た
も
の
で
泣
い
様
に
思
は
れ
る
。
併
し
ヤ
1
ウ
ヱ
が
イ
ス
ラ
エ
ル
に
現
れ
た

白
は
、
聖
一
番
に
よ
れ
ば
個
々
の
代
表
的
人
物
を
通
し
て
ゐ
る
己
と
が
多
い
。
例
へ
ば
ア
プ
ラ
ハ
ム
、
イ
サ
夕
、
ヤ
ヨ
プ
は
勿
論
、
そ

れ
よ
り
も
前
の
、
併
し
恐
ら
く
は
後
の
記
遁
で
あ
ら
う
が
、
ア
ダ
ム
、
エ
パ
に
し
て
も
ノ
ア
に
し
て
も
、
そ
の
個
々
人
白
人
格
を
過

し
て
ゐ
る
己
と
は
明
か
で
あ
る
。
た
ピ
古
代
白
個
人
は
、
常
に
そ
れ
が
局
す
る
圏
倒
。
中
に
生
命
的
に
内
的
に
駒
開
削
し
て
ゐ
る
己
と

同
時
に
か

i
A
Z
秀
れ
た
る
指
導
的
人
物
は
、
品
川
ん

E
常
に
そ
D
部
族
白
代
表
者
で
あ
る
か
ら
、
一
居
に
そ
の
関
係
は
密
接
た
容
で
あ

る
。
殊
に
血
の
復
讐
と
か
財
産
白
照
び
と
か
云
ム
風
習
を
持
う
て
ゐ
た
こ
と
を
忠
へ
ば
、
車
に
全
悼
と
個
人
と
の
針
照
的
な
外
的
闘

係
を
見
た
白
で
は
真
白
構
造
は
わ
か
ら
泣
い
と
忠
ふ
。
所
諸
共
同
植
の
買
の
存
方
は
、
内
副
的
に
し
て
而
も
具
剛
閥
的
な
と
こ
ろ
に
そ

捜野順一民、「聖書 ξ民族」ーO四頁。 cf.J. Hempel; Das Etbos _ des Alten 
T引 tament肖 BerliD，1938，S. 33.W. Eichrodt; Tbeologie des Alten Testa 
ments， 1， Leipzig， t933. S. 6 f. 



D
座
を
占
め
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
と
が
即
ち
家
族
で
あ
る
。
家
族
は
血
族
的
・
祭
把
的
・
枇
曾
的
且
つ
経
済
的
在
草
位
と
し
て
、
民
族
の
中
に
あ
ヲ
て
賓
際
の
車

位
と
な
っ
て
ゐ
る
。
併
し
民
族
の
生
成
の
初
期
に
於
て
は
‘
印
ち
第
一
期
の
沙
漠
時
代
に
於
て
は
殊
に
、
家
族

3
益
百
円
‘

H
E
E岳
0
5

の
領
域
よ
り
も
少
し
成
い
、
云
は
w
h

宗
族
(
R
E
M
V勺
舗
の

Evu-H
品
目
)
の
領
域
を
持
っ
て
ゐ
た
と
恩
ム
。
と
の
宗
族
は
教
家
族
或
は
そ

こ
れ
が
営
時
の
賓
際
生
前
印
ち
沙
漠
に
於
け
る
牧
事
的
生
所
に
剥
し
て
最
も
安
歯
し
た

れ
よ
り
も
更
に
多
い
家
族
の
綜
瞭
で
あ
る
。

と
と
ろ
で
あ
る
。
己
の
宗
族
の
上
に
た
ほ
支
族
令
長
。
官
て
喝

U
E
Z
)
が
あ
る
。

己
れ
ら
に
よ
っ
て
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
族
が
形
成
さ
れ
た
わ
け
で
あ
為
。
併
し
恐
ら
〈
初
期
に
於
て
は
、
己
の
宗
族
と
支
族
と
の
間
白

原
別
は
徐
り
つ
貯
ら
れ
な
い
の
で
は
左
い
か
と
忠
ふ
。
後
に
民
族
が
殻
展
す
る
に
つ
れ
て
、
外
的
に
は
支
族
と
た
り
、
同
時
に
内
的

に
は
よ
り
小
さ
い
家
族
が
成
立
し
た
と
も
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

、

岱
家
族
の
構
成
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
家
族
E
構
成
し
て
ゐ
る
も
の
は
、
原
理
的
に
は
三
つ
の
闘
係
で
あ
る
。
第
一
は
縦
に
親
子
の
閥

係
、
第
二
は
棋
に
夫
婦
の
関
係
、
以
上
は
共
に
血
族
的
な
内
的
在
闘
係
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
針
し
て
外
的
訟
も
の
を
含
む
第
三
の
主

従
の
閥
係
が
あ
る
。

)
 

4
親
子
|
|
人
の
存
在
は
、
男
と
し
で
ま
た
女
と
し
て
相
互
に
棋
に
針
す
る
閥
係
か
ら
初
め
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
は

子
と
し
て
ま
た
親
と
し
て
相
互
に
縦
に
謝
す
る
闘
係
か
ら
初
め
ら
る
べ
き
も
の
一
で
あ
る
か
。
イ
ス
ラ
エ
ル
に
就
て
は
、
少
く
と
も
親

E
れ
が
所
謂
十
三
支
族
を
友
す
も
の
で
あ
っ
て
、

下
の
関
係
か
ら
初
め
ら
る
べ
き
も
白
と
思
ム
。
そ
れ
は
例
へ
ば
ア
ダ
ム
に
う
い
て
見
て
も
、
そ
の
存
在
は
エ
バ
と
D
勤
照
的
危
閥
係

か
ら
初
め
ら
れ
た
と
も
見
ら
れ
る
が
、
併
し
そ
れ
以
前
に
彼
自
身
D
存
在
は
、
創
る
者
と
創
ら
れ
る
者
と
の
闘
係
か
ら
初
め
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
そ
れ
以
後
の
康
史
を
見
て
も
思
想
を
見
て
も
、
親
子
又
は
父
子
の
闘
係
と
い
ふ
も
の
が

桜
め
て
根
強
い
己
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

古
代
猶
太
共
同
値
白
形
態

第
五
十
三
巻

五
六
九

第
五
観
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古
代
猫
大
共
同
瞳
の
穆
憩

弾
五
十
三
巻

五
七
O

策
五
部

ブh
O 

祖
先
を
崇
奔
し
、
家
系
・
家
名
主
重
ん
じ
、
嗣
子
・
嗣
4
1

止
を
倫
ぷ
等
、
縦
の
閥
係
を
重
要
視
し
た
と
と
は
確
に
イ
ス
ラ
エ
ル
の
偉

統
で
あ
っ
た
。
「
汝
の
父
母
を
敬
へ

5
」
と
は
、
モ

1
セ
十
誠
の
倫
理
訓
の
第
一
で
あ
る
。
父
母
を
誼
ふ
者
は
一
珊
を
汚
す
も
の
と
等
し

〈
、
死
を
一
以
で
罰
せ
ら
れ
た
。
一
脚
は
イ
ス
ラ
エ
ル
に
と
っ
て
父
の
如
く
、
構
成
あ
る
も
白
で
あ
っ
た
。

親
子
白
閥
係
に
於
亡
、
父
と
母
と
何
れ
が
よ
り
密
接
で
あ
っ
た
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
色
々
議
論
も
あ
る
が
、
併
し
イ
ス
ラ

エ
ル
に
於
て
は
、
初
期
は
少
く
と
も
或
る
種
。
母
系
家
族
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
で
ゐ
る
。
そ
れ
は
特
に
牧
畜
時
代
の
生
活
に
通
し

註

た
も
白
で
あ
ら
う
。
例
へ
ば
天
幕
の
所
有
、
子
供
の
命
名
白
如
輩
、
そ
の
母
に
よ
っ
て
行
は
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
と
は
、
言
語
皐
的

左
研
究
か
ら
も
明
か
に
さ
れ
て
ぬ
か
。
併
し
後
に
は
殆
ん
ど
父
清
家
族
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
主
と
し
て
農
耕
的
生
活
に
親
し
む
様
に

な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

子
め
の
骨
骨
に
つ
い
て
、
聖
書
の
さ
9
1
c
Z
ろ
に
よ
る
い
U

、

文

献

年

代

父

命

?
J
 

E
 匂

D
 

P
ム

註

時

命

な
ほ
、
品
γ

A

Z

ル
前

7
三

O
、
周
囲
二
二

不

明

(
前
八
五

前
八
王
O
l凡
0
0

O
年
頃
)
で
は
母
、
サ
ム
エ
ル
後
二
了
二
四
(
同
年
頃
)

四

9

八

0
0
1
七
宜
O

で
は
母
、
イ
ザ
ヤ
書
七
・
一
回
(
前
七
宜
O
年

七

0
0

四

hv

六
宜
O

年
)
で
も
母
、
隠
代
史
略
土
問
・
九
、
七
二
六
、
七
・

。
五
七
O
l
四
O

O

l

=

一(前回
C
O
年
)
で
父
白
骨
名
が
山
て
ゐ
る
と
。

次
に
親
子
の
聞
係
は
、
大
樫
に
於
て
男
系
の
者
が
向
ば
れ
た
己
と
、
長
子
が
特
忙
軍
ん
ぜ
ら
れ
た
と
と
、
を
示
さ
注
げ
れ
ば
な
ら

左
い
。
母
系
家
族
の
時
代
に
於
て
は
、
女
系
の
子
供
も
亦
相
績
モ
の
他
の
構
利
を
持
つ

E
と
が
あ
っ
た
が
、
併
し
モ
の
後
は
大
酬
聞
に

於
て
父
系
が
素
ん
ぜ
ら
れ
、
男
子
が
一
般
に
優
位
に
あ
っ
た
。
従
て
相
摘
も
男
子
相
績
が
常
態
で
あ
っ
た
。
も
し
男
子
な
き
と
き
は

四

亡
父
D
兄
弟
叉
は
親
戚
が
そ
れ
主
継
ぐ
こ
と
に
た
っ
た
。
尤
も
と
れ
は
捕
囚
前
の
耽
態
で
あ
っ
た
。
怖
囚
後
は
ま
た
初
期
白
・
如
〈
k

rも
相
績
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
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そ
れ
か
ち
長
子
が
章
ん
ぜ
ら
れ
た
と
と
に
つ
い
て
は
、
ま
づ
初
子
は
一
刊
の
も
の
と
云
ム
概
念
が
あ
る
E
と
を
注
立
し
な
付
れ
ば
な

ら
山
向
。
従
て
長
子
は
間
業
と
し
て
土
地
・
財
産
等
を
受
貯
る
え
と
が
出
来
た
。
け
れ

E
も
同
時
に
ま
た
紳
に
献
げ
る
も
り
と
パ
な
っ

m却

た
い
、
献
物
と
軍
役
と
り
直
接
自
責
任
を
負
ム
も
の
と
さ
れ
九
。
併
し
と
の
考
が
、
イ
ス
ラ
」
ル
九
ゴ
健
に
あ
っ
て
は
レ
ピ
族
主
、
世

界
人
類
に
あ
っ
て
は
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
を
ば
長
子
の
位
置
に
据
え
る
と
見
る
考
へ
に
左
っ
た
の
凶

霊

園
夫
婦

i
l結
婚
前
の
男
女
心
位
置
に
つ
い
て
は
、
先
漣
の
様
に
、
犬
健
児
子
が
優
位
に
あ
っ
た
。
と
れ
に
は
比
較
的
初
期
と
捕

囚
後
と
に
於
て
例
外
が
あ
っ
た
が
、
併
し
男
子
が
家
族
主
代
表
す
る
の
が
常
態
で
あ
b
o

睦

m
 

男
女
P
地
伎
の
比
較
は
、
神
般
に
於
け
Z
E

瞭
世
田
慣
格
に
よ
っ
て
も
そ
白
一
摘
を
知
る
と
と
が
由
来
る

G

年
齢
一
ヶ
月
よ
り
宜
歳
ま
で
は
男
が
五

シ
ケ
ル
山
女
が
三
シ
ケ
ル
。
王
農
よ
り
こ
O
歳
ま
で
が
男
二

O
シ
ケ
ル
、
女
一

O
シ
ケ
ル
O

二
O
歳
よ
り
六
O
歳
交
で
が
男
王
O
シ
ケ
ル
、
女
三

O
シ
ケ
ル
。
六
O
歳
以
上
は
男
一
五
シ
ケ
ル
、
女
一

O
シ
ケ
ル
で
あ
る
。

結
婚
に
際
し
亡
は
、
血
の
純
潔
を
草
ん
じ
、
ま
た
財
産
一
を
守
る
た
め
に
外
国
人
と
は
慨
し
て
行
は
れ
た
か
っ
た
が
、
併
し
初
期
に

泊

施

は
必
や
し
も
さ
う
と
は
云
へ
左
い
。
己
れ
が
特
に
喧
し
〈
警
戒
さ
れ
た
の
は
姉
囚
後
の
と
と
で
あ
る
。
そ
れ
と
反
針
に
近
親
結
婚
に

比
較
的
初
期
の

J
'
E資
料
に
は
制
限
は
見
出
せ
た
い
が
、

D
資
料
に
は
父
の
妻
・
姉
妹
・
義
母
等
が

禁
止
白
範
回
K
串
げ
ら
れ
て
ゐ
る
切
、

P
資
料
に
は
著
し
く
そ
の
範
園
が
塑
ん
さ
れ
て
ゐ
ヤ

結
婚
の
形
式
は
、
一
夫
一
婦
を
原
則
と
し
、
理
想
と
し

h
。
併
し
初
期
に
は
そ
の
例
外
が
桜
め
て
多
い
o

多
妻
は
沙
漠
地
方
ま
た

M
M
 

牧
畜
時
代
に
於
て
は
比
較
的
多
い
。
妾
の
友
い
家
は
た
い
と
さ
へ
一
方
ふ
。
と
れ
に
は
母
系
家
族
の
形
態
を
残
し
た
と
乙
ろ
も
あ
ら
う

別

相

が
異
族
の
捕
囚
奴
隷
も
多
か
っ
た
己
と
で
あ
る
。
ま
た
娼
妓
の
如
き
も
あ
っ
た
。
ま
た
統
治
者
は
例
外
的
に
妻
妾
を
多
〈
認
め
ら
れ

た
ち
し

hw
併
し
と
れ
ら
白
風
習
に
封
し
て
極
め
て
厳
粛
た
叫
ぴ
が
事
げ
ら
れ
る
や
う
に
在
っ
た
己
と
は
著
し
い
。
婦
人
の
貞
操
に

創

刊

細

つ
い
て
は
、
結
婚
前
は
比
較
的
自
由
で
あ
っ
て
も
、
結
婚
後
は
概
め
て
激
震
に
要
求
さ
れ
た
。
夫
の
位
置
は
比
較
的
高
く
、
夫
は
主

つ
い
て
も
制
限
が
あ
っ
た
。

古
代
猫
太
共
同
陸
自
静
態

豆
七

第
五
十
三
巻

第
五
腕

グL

H. Sし:haeffer; The ~ocial Le伊丹lationof .the P(imitivιSemite~， 1915， Yale， 
p. 8. 10) Cro出， p~ 10 
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宵

代

猶

太

共

同

世

の

移

譲

九

一

一

ョ

(EE)
妻
は
僕
D
如
/
司
、
ま
た
妻
が
夫
の
財
産
と
見
注
さ
れ
た
D
は
、
丁
度
娘
が
父
D
財
産
と
見
注
さ
れ
た
如
く
で
あ

ι。

離
婚
は
、
夫
の
意
思
に
よ
る
。
初
期
に
あ
っ
て
は
特
別
な
規
定
も
無
い
位
で
あ
る
が
、
後
に
は
記
遁
が
あ
h

り
更
に
後
の

P
養
料
に

、、

は
ま
た
無
〈
た
っ
て
ゐ
る
。
夫
D
遺
産
に
つ
い
て
は
、
妻
は
品
川
〈
乙
れ
か
ら
離
れ
弘
子
供
が
あ
れ
ば
勿
論
そ
れ
に
移
る
的
、
子
供

ω

q

n

哨

友
曹
と
き
は
夫
の
兄
弟
ま
た
は
夫
の
側
の
最
も
近
い
親
類
、
或
は
同
一
屋
敷
内
に
住
む
者
、
或
は
時
に
奴
隷
に
さ
へ
興
へ
ら
れ
る
己

儒

B

と
が
あ
る
。
そ
れ
の
み
か
は
寡
婦
自
身
が
、
子
供
た
き
と
き
、
遺
産
腕
せ
ら
れ
て
相
続
者
に
承
け
継
が
れ
る
場
合
が
多
い
。

“

‘

 

子
供
ま
た
は
兄
晶
な
き
と
き
、
死
者
の
財
産
を
椴
「
も
の
を
由
。
mH
と一苫
t
t
o

こ
れ
は
一
克
来
復
讐
者
を
意
味
す
る
。
印
ち
血
の
復
讐
は
、
遣
さ
れ
た

第
五
+
三
巻

至王

七

第
五
都

註
者
の
義
務
で
あ
る
(
サ
ム
エ
ル
後
一
凹
・
一
一
、
申
一
九
二
ハ
、
一
二
、
民
三
五
・
一
九
、
一
ご
、
二
五
、
二
七
三
か
L

る
と
と
ろ
か
ら
報
化
し
で
、

投
手
、
瞭
手
と
い
ふ
意
味
に
な
っ
た
。
そ
し
て
遣
さ
れ
た
土
地
を
股
ひ
、
併
せ
て
寡
婦
を
も
救
済
す
る
意
味
で
結
婚
す
る
こ
と
与
な
っ
た
。
と
れ
は

元
来
最
近
親
者
が
行
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
少
L
〈
襲
っ
た
形
は
、
ル
V

記
に
於
け
る
ポ
ア

r
白
地
併
が
そ
れ
で
あ
る
白

ハ
孟
僕

l
l今
ま
で
遁
べ
た
と
と
る
は
、
凡
て
血
族
内
心
闘
係
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
家
族
の
中
心
を
を
す
と
と
は
云
ふ
ま
で
も
友

い
。
併
し
そ
れ
だ
け
で
終
ら
友
い
。
で
た
ほ
従
僕
の
如
費
者
を
も
含
む
の
が
首
迅
で
あ
る
。
貫
際
の
家
族
生
活
は
、
か
i
h

る
経
済

的
、
枇
合
的
た
云
は
ピ
外
的
闘
係
に
あ
る
他
者
を
も
、
内
附
の
生
命
へ
聯
闘
せ
し
め
て
ゐ
る
か
ら
予
一
あ
る
。

イ
ス
ラ
エ
ル
の
家
族
に
あ
っ
て
は
、
父
と
子
の
関
係
で
も
、
夫
と
妻
の
闘
係
で
も
、
そ
と
に
は
秩
序
牲
と
い
ふ
も
の
が
著
し
く
、
従

て
垂
直
的
た
構
成
と
い
い
ム
も
の
が
強
〈
頴
は
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
こ
と
は
自
ら
血
族
を
越
え
た
主
僕
の
閥
係
に
於
て
も
見
ら
れ
る
と
と

は
云
ふ
ま
で
も
左
い
。
併
し
逆
に
云
へ
ば
、
か
t
A

る
外
的
な
主
僕
の
闘
係
で
も
、
そ
の
内
に
は
親
子
・
夫
婦
白
闘
係
に
遇
ふ
と
と
ろ

の
愛
白
面
が
合
ま
れ
て
ゐ
石
己
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

主
伎
の
闘
係
は
、
雇
人
と
白
闘
係
在
意
味
す
る
己
と
も
勿
論
で
あ
る
が
、
主
と
し
て
奴
隷
止
の
関
係
で
あ
る
。
奴
隷
は
定
め
ら
れ

た
る
期
間
自
由
を
持
た
在
い
で
、
主
人
の
所
有
と
し
て
働
〈
の
で
あ
る
。
折
し
奴
隷
に
は
二
種
あ
っ
一
川
、
一
時

huc、
点
い
人
的
と
で
あ

申命法典。前 7世紀由中頃まで、捕囚前安料。
祭司典。前 5世紀の中頃、捕囚蹄週後四費料。
Cro叫 p.169. 16) Shae出 r.p. 57.民数杷略 27:I-II ; 36: 1-12 
由、 34:19 etc. 18) 由、 22:29. 19) 民、 1:4 ff. 
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一
時
的
奴
隷
は
士
づ
自
ら
D
負
債
の
照
ひ
の
た
め
、
ま
た
天
災
・
機
鰻
に
よ
る
も
の
、
主
た
親
に
よ
っ
て
寅
ら
れ
た
も
の
、
宜

伸

、

た
親
が
奴
隷
で
あ
る
も
の
弘
子
供
等
。
そ
の
期
間
は
初
め
D
頃
は
六
年
間
で
あ
っ
た
。
永
久
的
奴
隷
は
、
一
時
的
奴
隷
忙
し
て
自
ら

希
望
す
る
も
の
、
又
は
外
闘
の
捕
虜
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
男
女
に
よ
っ
て
分
け
る
左
ら
ば
、
男
奴
隷
に
し
て
一
時
的
の
も
の
は
六
年

経
っ
て
解
放
さ
れ
る
と
昔
、
な
ほ
溺
身
で
あ
れ
ば
是
の
士
、
、
以
前
か
ら
妻
子
が
あ
れ
ば
そ
れ
と
共
に
解
放
さ
れ
る
が
、
も
し
そ
の

問
に
結
婚
し
た
こ
と
に
よ
る
妻
子
は
残
さ
ね
ば
左
ら
ぬ
。
荒
し
そ
れ
は
宅
入
の
所
有
だ
か
ら
で
あ
る
。
併
し
奴
隷
が
も
し
希
望
し
亡

取
久
奴
隷
と
在
る
な
ら
ぽ
、
妻
子
と
は
そ
凸
宜
、
継
続
す
る
と
と
に
怠
る
。
女
奴
隷
は
、
主
人
よ
り
衣
食
を
給
せ
ら
れ
、
性
関
係
に

入
れ
ら
れ
る
限
り
は
生
波
奴
隷
で
あ
る
が
‘
も
し
主
人
死
な
ば
そ
の
相
練
者
に
譲
ら
れ
る
。
も
し
ま
た
主
人
の
愛
闘
を
受
け
る
と
と

た
け
れ
ば
慣
は
れ
る
こ
と
が
出
来
る
し
、
ま
た
衣
食
が
給
せ
ら
れ
た
け
れ
ば
自
由
忙
併
柱
。
れ
る
と
云
品
。

か
、
る
奴
隷
の
欣
態
は
、
併
し
時
代
と
共
に
除
程
詩
型
湿
し
た
ら
し
く
、
殊
に
そ
の
六
年
と
い
ふ
期
間
に
つ
い
て
は
、
以
上
述
べ
た

と
と
は
紀
一
玉
川
九
世
紀
頃
の
規
定
で
あ
っ
て
、
後
に
前
七
附
紀
に
は
車
に
斑
想
と
し
て
池
べ
ち
れ
た
に
過
ぎ
た
い
。
前
五
世
紀
に
下

つ
て
は
、
五
十
年
目
に
僻
放
と
云
ム
己
と
に
友
っ
た
。
併
し
と
れ
も
貫
際
に
行
は
れ
た
か
ど
う
か
疑
は
し
い
。

併
し
イ
ス
ラ
エ
ル
の
家
族
主
構
成
す
る
と
の
主
僕
の
闘
係
は
、
極
め
て
重
要
注
も
の
を
合
ん
で
ゐ
る
。
家
族
が
阜
に
自
然
的
・
血

族
的
・
内
面
的
附
係
に
於
て
の
み
出
来
て
ゐ
る
の
で
は
危
く
て
、
か
L
己
批
合
的
・
経
術
的
・
外
面
的
閥
係
が
中
に
一
這
入
り
込
む
己

と
が
出
来
る
と
云
ふ
こ
と
が
軍
要
な
の
で
あ
る
。
間
接
的
・
距
離
的
な
も
の
を
中
に
合
む
と
い
ふ
仕
格
が
特
徴
な
り
で
あ
る
。
主
侠

の
閥
係
が
、
所
詔
奴
隷
と
白
関
係
で
は
あ
っ
て
も
、
比
較
的
淵
い
闘
係
を
持
っ
た
で
あ
ち
う
と
考
へ
ら
れ
る
。
例
へ
ば
奴
隷
を
家
族

白
中
に
数
へ
、
時
に
は
養
子
と
し
、
己
れ
に
嗣
業
を
譲
っ
た
と
云
ム
如
者
。
か

L
h
Z
垂
直
の
闘
係
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
家
族
D
中

ι

は
、
親
子
は
勿
論
、
夫
婦
の
関
係
に
も
泌
み
込
ん
で
見
ら
れ
る
と
云
ふ
と
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
構
成
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
構
成

るは
機
力
で
は
左
い
。
乙
の
構
成
は
、
を
れ
と
そ
榊
ヤ

I
ウ
ヱ
と
白
関
係
に
根
擦
付
け
ら
れ
て
ゐ
る
と
と
を
思
ふ
の
で
あ
る
。
要
す
る

に
、
ヤ
ー
ウ
エ
と
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
聞
係
が
、
最
も
素
朴
に
日
つ
具
鰐
的
に
示
さ
れ
た
D
は
、
家
族
の
構
成
に
於
て
ぜ
あ
る
。

古
代
精
太
共
同
世
の
穆
態

第
五
十
三
巻

第
主
揖

ブL

五
七
= 
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時



-
民
族
と
国
家
。
イ
ス
ラ
エ
ル
白
民
族
が
共
同
開
と
し
て
構
成
さ
れ
た
の
は
、
前
港
町
様
に
、
大
剛
暗
唱
l
r
の
シ
ナ
イ
山
契
約
D

と
き
で
あ
る
。
併
し
そ
己
に
於
て
は
未
だ
貫
際
に
は
民
族
と
し
て
の
統
一
が
行
は
れ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
行
は
れ
た
の
は
、
カ

ナ
ン
白
地
に
侵
入
し
℃
か
ら
後
で
あ
る
。
そ
の
初
め
に
於
て
は
ま
だ
支
族
創
立
の
祇
態
に
あ
っ
た
。
士
師
時
代
を
経
、
リ
ウ
ル
が
出

る
に
及
ん
で
漸
く
統
一
的
形
態
主
採
り
初
め
た
と
云
ふ
己
と
が
川
来
る
。
そ
し
て
グ
ピ
ヂ
の
と
き
に
成
立
し
、
ソ
ロ
モ
ン
に
至
つ

τ

熟
し
た
の
で
あ
る
。
従
て
民
族
の
統
一
が
完
成
し
、
政
治
的
に
一
つ
の
国
家
と
在
っ
た
の
は
、
大
概
紀
元
前
一

O
五

O
年
頃
か
ら
同

九
五

O
年
頃
ま
で
ピ
あ
る
。
そ
れ
か
ら
は
商
北
む
二
王
闘
に
分
れ
た
。
と
の
内
北
イ
ス
ラ
エ
ル
は
前
七
二
一
年
に
、
南
田
品
グ
は
前

五
八
六
年
に
滅
び
た
。
そ
こ
で
大
館
こ
の
頃
ま
で
岡

2

家
的
形
熊
が
あ
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

と
白
時
代
は
云
は
v
h

農
耕
の
時
代
で
あ
っ
て
‘
先
住
カ
ナ

Y
人
を
征
服
し
且
一
り
と
れ
に
交
っ
た
。
併
し
未
だ
全
く
農
耕
の
人
と
な
っ

た
の
で
は
な
〈
、
依
然
半
牧
の
欣
態
を
継
続
し
た
も
の
も
多
い
。
大
慨
に
於
一
一
農
村
の
丘
陵
に
部
落
を
形
成
し
て
ゐ
た
り
で

b
る。

註
抄
漠
時
代
に
於
け
る
イ
ス
ヲ
虫
ル
十
二
支
族
心
配
匙
並
に
預
言
者
エ
ぜ
キ
エ
ル
の
侵
輿
描
太
凶
誕
の
丸
、
は
、
左
の
如
し
。

ナ
イ
ツ
サ
カ
ル
族
、
ュ
ダ
族
、
ぜ
プ
ル
ン
族
、
ν

(

語
草
の
と
番
は
西
方
、
第
宜
番
に
し
て
最
後
は
北
方
詰
旗
と
す
る
。
)

ア

メ
タ

オ

き

は

、

主

づ

(

東

)

コ
ル
グ
シ
刊

リ

〆

一

東

方

か

ら

先

i

l

援
し
常
に
そ

れ
が
先
頭
と

な
る
。
山
第
二

番
は
南
方
、

第
三
番
は
集

骨
の
幕
尾
及

び
レ
ピ
人
白

時
族
、
第
四

古
代
橋
大
共
同
挫
円
形
態図

家

モ
ー
セ
、
ア
ロ
ン
、
ア
ロ
シ
出
子
謹

族ンダ

(人ピレ)挨リラメ

(東)

E 
面

(人ぜレ)族ア ρ コ

族ンベル

族ルセア

，ミ

ユ

ア

さ

シ

族、
z 

フ
ラ

イ

4‘ 
族

マ

ナ

セ

族

族ドヌf

ゲ
ル
ジ
ヨ
シ
挨
(
レ
ピ
人
)

第
五
十
三
巻

宜
七
回

第
五
競

九
四

庁
リ
ラ
ヤ
湖

選

(;t) 

族 シ r 
主主ルセア

接 P タ 7 十

族セナマ

族ムイ 7 "/ = 
控ンベル

族 グ

』人 ぜ レ

Z 王 ID!H~Q 王
領領

産 ν 芝ア-:

最 ν オ メ シ

最 yレカザツイ

提ン Fレプぜ

族 ，- ガ

海

地

(
西
)

要
ナ
る
に
、
天
幕
又
は
紳
般
を
中
心
と
す
る
十
二
支
族
内
閣
家
的
輯

一
が
常
に
イ
ス
ラ
エ
ル
の
理
想
で
あ
る
こ
と
を
一
市
ず
。

Cross， p. 197. 

Cross， p. 117. 
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=
図
案
。
構
成
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
岡
家
は
、
ま
づ
ヤ

l
ウ
エ
紳
と
の
契
約
に
於
で
あ
る
と
云
ふ
と
と
は
、
家
族
に
於
て
よ
り
も
以

上
に
明
か
陪
示
さ
れ
る
。
そ
と
で
自
ら
岡
一
家
主
構
成
す
る
も
白
は
、
第
一
に
宗
教
的
な
と
と
に
た
づ
さ
は
る
も
の
帥
ち
祭
司
干
預
言

者
が
置
か
れ
る
。
第
二
に
政
治
的
友
こ
と
を
在
す
も
の
井
一
し
で
王
主
役
人
と
が
皐
げ
ら
れ
る
。

そ
し
て
第
三
に
は
民
衆
一
般
(
そ
れ

は
夏
に
牧
・
農
・
商
・
工
等
に
分
け
ら
れ
る
〉
第
四
忙
奴
隷
が
る
っ
た
。
併
し
越
え
難
昔
階
級

(Eω
市
)
で
は
怠
い
。

ま
づ
祭
司
は
レ
ピ
人
の
出
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
一
定
の
家
柄
と
地
位
と
を
持
っ
た
。
彼
ら
は
モ

1
セ

D
頃
か
ら
既
に
あ

っ
た
と
も
云
は
れ
る
が
、
士
師
時
代
に
は
地
方
の
農
村
的
部
落
に
あ
っ
て
祭
杷
に
た
づ
き
は
っ
て
ゐ
た
。
そ
れ
が
後
に
は
ヱ
ル
サ

ν

ム
の
神
殿
E
中
心
に
し
て
、
岡
家
的
祭
杷
に
専
ら
た
づ
き
は
る
様
に
な
っ
て
か
ら
そ
白
勢
力
は
大
き
く
な
っ
た
。
預
言
者
は
、
先
漣

白
如
仏
、
山
知
司
の
様
な
定
っ
た
身
分
を
有
せ
宇
、
初
め
は
祭
司

E
助
け
て
主
と
し
て
霊
的
注
業
に
従
っ
た
。
併
し
彼
ら
は
諸
族
を
激

励
し
、
王
を
助
ザ
、
祉
舎
に
勧
告
を
設
す
る
等
の
任
務
を
川
市
す
や
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
非
常
に
重
要
な
役
割
を
な
す
も
の
と
左
っ

た
。
王
は
政
治
上
の
統
治
者
で
は
あ
る
が
、
そ
の
初
め
は
土
師
の
如
く
で
あ
っ
た
。
と
れ
は
亦
軍
政
を
も
統
べ
た
。
首
時
の
ヱ
構
は

極
め
て
強
〈
、
種
々
の
特
樺
を
布
し
た
。
殊
に
諸
役
人
を
使
っ
て
租
税
の
取
立
は
勿
論
、
商
業
の
潤
占
ま
で
も
や
る
に
至
っ
た
。
国

民
の
中
に
は
未
だ
牧
商
業
者
も
占
っ
た
が
、
漸
く
農
業
に
従
ふ
も
の
が
多
く
な
っ
た
。
前
八
出
紀
白
頃
ま
で
は
不
在
地
主
は
な
く
、

自
作
が
多
か
っ
た
。
商
業
は
殆
ん
ど
借
む
も
の
な
〈
、
主
と
し
て
外
副
人
に
よ
っ
て
行
は
れ
て
ゐ
た
。
併
し
後
に
は
や
が
て
商
業
に

た
づ
さ
は
る
も
白
も
山
て
来
た
、
併
し
そ
れ
は
イ
ス
ラ
エ
ル
闘
に
於
て
多
〈
、
南
の
ユ
ダ
闘
に
は
少
か
っ
た
。
工
業
に
つ
い
て
は
殆

ん
ど
見
る
ペ
昔
も
の
な
〈
、
ベ
リ
シ
テ
人
漣
り
D
借
物
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
統
一
主
閣
時
代
に
あ
っ
て
は
「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
経

済
生
活
。
根
祇
は
、
小
さ
き
同
関
白
農
夫
で
あ
つ
も
U
と
云
ふ
と
と
が
出
来
る
。

併
し
後
に
は
、
印
ち
後
期
王
朝
或
は
南
北
朝
時
代
に
至
る
に
及
ん
で
は
、
著
し
〈
欣
態
を
具
に
し
て
来
た
。
岡
家
的
措
斑
動
の
時
期

忙
は
、
天
災
・
地
時
世
も
多
く
、
小
農
・
奴
隷
の
困
館
、
金
貸
の
蹴
底
、
商
業
貴
族
の
同
現
、
富
貴
階
級
の
賞
津
、
不

E
な
る
裁
判
等

々
現
は
れ
、
預
言
者
に
よ
っ
て
強
く
批
判
さ
れ
警
告
苫
れ
る
に
至
つ
わ
。
預
一
言
者
の
か
弘
る
響
告
白
根
擦
は
何
庭
に
あ
っ
た
か
。
祭

古
代
指
太
共
同
世
の
形
態

五
七
王

第
五
十
一
一
一
巻

第
五
銃

ブL
Z三

Cro:'iS， p. 151 出 21:7.;民 30:3-8
J. E 費料にはない。ザムエル前 25 ・ 40•
申 3:1;マラキ寄 2:14-16. 40) 町1皿作er，pー盟

申IJ 49:3; 35::2:2;サム a ル後 16:21; ~向j主湘略上 2: 13 
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古
代
猶
大
共
同
値
目
形
態

第
五
十
三
巻

五
七
六

第
宜
現

九
六

司
建
白
祭
紀
の
意
義
は
抑
々
何
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
は
イ
ス
ラ
エ
ル
が
神
の
契
約
の
民
で
あ
る
と
い
ふ
乙
と
で
あ
っ
た
。
王
の
統
治

も
亦
こ
れ
を
現
す
も
D
で
友
け
れ
ば
在
ら
た
か
っ
た
。
そ
と
で
色
々
た
形
に
於
て
み
」
の
契
約
を
表
現
し
、
維
持
し
様
と
し
た
白
で
あ

る
が
、

E

L
に
園
{
哉
の
形
態
を
見
ょ
う
と
す
る
に
営
っ
て
自
ら
そ
の
法
制
に
つ
い
て
見
る
の
が
遁
営
で
あ
る
。

三
法
制
。
聖
書
に
現
れ
た
も
の

L
中
、
特
に
人
事
的
・
一
枇
舎
的
法
規
を
中
心
に
し
て
概
要
を
建
ぺ
ょ
う
。

付
毛

l
t
十
誠
|
|
十
誠
の
原
語
(
内

E
V
2
5
E
E
F
Eヨ
)
は
十
語
h
T
一
意
味
す
る
か
ら
、
多
分
そ
の
原
形
は
極
め
て
簡
単
た
も
り

で
あ
っ
た
ら
う
。
殊
に
そ
れ
が
二
枚
の
石
に
書
か
れ
た
と
云
ふ
の
で
あ
呂
か
ふ
。
併
し
と
の
原
形
は
今
正
確
に
は
わ
か
ち
た
い
。
多

分
次
の
如
き
も
り
に
近
か
っ
た
ら

ho

群

、

〆

一
円
汝
わ
が
面
の
前
に
(
我
の
外
)
何
物
を
も
紳
と
す
ペ
か
ち
ゃ
、
コ
汝
自
己
白
た
め
忙
何
の
偶
像
、
E
も
彫
む
べ
か
ら
宇
、
主
汝
の
神
白

名
を
妄
り
に
口
に
あ
ぐ
べ
か
ら
宇
、
四
安
息
日
を
魔
え
て
聖
〈
す
べ
し
、
五
汝
の
父
母
を
敬
三
対
汝
殺
す
勿
れ
、
。
汝
姦
淫
す
る

勿
れ
、
入
汝
盗
む
勿
れ
、
九
汝
虚
妄
の
詮
靖
国
主
立
る
勿
れ
、
一
口
汝
そ
の
隣
人
の
家
を
食
る
勿
れ
。

(

(

(

 

註
第
一
及
第
二
誠
に
つ
い
て
は
色
々
の
見
解
が
あ
る
。
例
へ
ば
第
一
を
「
我
ヤ
i

ウ
エ
は
汝
白
神
な
り
」
、
第
二
を
「
世
は
他
白
神
を
持
つ
ペ
か
ら
f
」

と
十
げ
る
も
の
、
主
た
そ
の
第
一
を
序
主
な
し
、
そ
の
第
二
を
第
一
と
な
し
、
第
二
を
「
故
自
己
の
た
め
に
何
の
偶
像
を
も
彫
む
べ
か
ら
ず
」
を
程
〈

も
の
等
が
あ
る
。
併
し
も
し
十
誠
を
+
語
と
サ
れ
ば
、
第
六
、
七
、
凡
、
九
誠
以
外
は
少
し
長
過
ぎ
る
白
で
、
何
札
後
世
の
附
加
が
あ
る
も
の
と
見

ら
れ
て
ゐ
る
。

右
D
十
誠
の
中
、
第
一
か
ら
第
四
士
で
は
純
然
た
る
宗
教
規
定
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
下
は
倫
理
的
・
祉
曾
的
規
定
で
あ
る
。
か
・
‘
ぬ

る
匡
分
の
傾
向
は
、
爾
後
の
法
規
・
法
典
に
踏
襲
さ
れ
て
ゐ
る
。
己
の
十
誠
が
そ

1
セ
の
作
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る

が
、
そ
の
根
本
的
概
念
は
毛

1
セ
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
う
し
、
そ
れ
に
後
世
の
附
加
が
若
干
あ
っ
た
と
見
る
の
が
荊
首
で
あ
ら
う
。

作
契
約
法
典
|
|
十
誠
が
沙
漠
に
於
け
る
牧
畜
を
背
影
に
し
た
訟
で
あ
る
ー
と
す
れ
ば
、
己
れ
は
農
業
を
も
背
影
の
中
に
加
へ
た
も

民 5'9. 43) 民 27:10，捕囚後は媒も道入る。
民 25: 5-10. 45) 歴代史時上 2・34緩冒 I7:2 
Shae仔er，p. 66 ff. 47) ルヅZ己4:5-10 
T. H. Robinson， A， H悩toryof Is:rael， 1， Oxford， 1932， p. 321 
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り
で
あ
る
と
云
ふ
と
と
が
問
来
る
。
と
れ
が
十
誠
D
精
一
柳
を
承
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
云
ム
ま
で
も
た
い
が
、
更
に
パ
ピ
ロ

ェ
ア
の
ハ
ム
ラ
ピ
法
典
の
影
響
を
受
け
で
ゐ
る
己
と
が
知
ら
さ
れ
て
ゐ
る
。
故
に
士
師
或
は
王
朝
の
一
初
期
時
代
白
も
の
で
あ
ら
う
。

こ
の
契
約
法
典
は
、
聖
書
に
所
謂
「
契
約
の
書
L
却
ち
出
填
及
二

0
・
一
一
一
一
二
=
7
=
一
三
及
び
同
三
四
・
一
三

l
二
六
に
於
て
示
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
は

E
資
料
、
後
者
は

J
費
料
で
あ
る
か
ら
、
時
代
的
に
云
へ
ば
後
者
の
方
が
古
い
。
併
し
共
に
そ
の
背
影
は

農
業
的
で
あ
る
が
、
牧
高
的
社
も
の
も
多
く
購
っ
て
ゐ
る
o
E
れ
ち
か
ら
し
て
、
宗
教
的
規
定
と
枇
合
的
規
定
と
に
分
け
る
在
ら
ば
、

川
刊
櫨
拝
規
定
|
!
一
汝
は
他
白
神
を
拝
ナ
ペ
か
ら
ず
(
間
三
四
・
一
四
)
、
二
世
は
鈴
け
る
神
を
作
る
べ
か
ち
ず
(
同
=
一
回
・
一
七
H

同
二

0
・
二
三
)
、

三
汝
は
酵
入
れ
ぬ
パ
ン
の
筒
蹄
を
守
る
ベ

L
(
一
一
一
四
・
一
八
U

ニ
=
一
・
一
王
)
、
問
胎
を
開
f
も
の
は
ナ
ベ
て
我
の
も
の
な
り
(
=
一
回
・
一

pmu--
一
一
・
三

O
)
伍
汝
は
放
の
首
子
を
何
べ
(
三
四
・
ニ

O
b
)
、
伏
放
は
翠
日
を
守
φ

ベ
し
(
三
四
・
一
一
一

H
一
一
一
一
一
-
一
二
)
、
同
汝
わ
が
噛
牲
白
血
を
酵
入
れ
し
パ
シ

と
共
に
献
「
べ
か
ら
f
(
=
一
四
・
一
一
五
H

二
=
了
一
入
)
、
川
わ
が
節
笹
田
脂
を
翌
朝
き
で
残
し
お
〈
べ
か
ら
f
(
一
-
一
回
・
一
一
五
H

一
一
一
一
了
一
八
て
が
世
田

地
に
初
め
て
結
〈
る
賓
の
相
を
放
の
肺
ヤ
l
ウ
エ
の
室
に
持
ち
来
る
ベ
し
(
一
一
一
回
・
二
六
日
二
一
一
一
・
一
九
a
)
、
一
口
故
山
羊
・
需
を
そ
の
母
の
乳
に
て
煮
あ

，
へ
か
ら
f
(
=
一
回
・
二
六
H
三
三
、
一
九
b
)
。

、
、
、
、

m

)

山
川
世
曾
規
定
1
1
1
こ
れ
が
項
目

2
秒
間
帯
げ
れ
ば
、
ド
奴
隷
に
闘
ナ
る
規
定
(
出
三
-
了
二
丁
付
男
奴
隷
に
却
す
る
も
白
、
何
宜
奴
隷
に
闘
す

る
も
の
ロ
↓
イ
止
命
保
護
に
閥
ず
る
規
定
竺
二
・
一
二

l
ニ
七
)
|
川
付V
暴
カ
に
閥
ナ
る
も
白
、
吋
人
に
よ
る
傷
害
、
ぺ
車
畜
に
よ
る
傷
害
。
日
司
司
財
産
(
所
有
構
〉

に閥ずる規-定定(竺二.一=三二三一ニ了1|l一ニ一士

7
一
了
.
七
古
)
l
イ
京
畜
の
損
害
、
ロ
同
畑
町
損
害
、
ハ
委
託
物
の
損
害
、
エ
惜
咽
白
損
害
、
ホ
蕗
女
白
誘
拐
。
(
属
女
は

(

(

(

(

 

父
町
町
産
で
あ
る
)
。

ハ
申
命
法
典

l
!と
れ
が
記
述
白
年
に
つ
い
て
は
色
々
の
設
が
あ
る
が
、
一
般
に
は
前
七
世
紀
頃
と
さ
れ
る
。
と
れ
が
後
に
前
六

一
二
年
に
後
見
さ
れ
て
ヨ
シ
ユ
ア
王
の
宗
教
改
革
に
費
せ
ら
れ
た
も
の
と
も
云
品
。
と
れ
は
聖
書
申
命
記
の
主
た
る
部
分
(
静
十
三
草

(-)廿
虫 ; 庁

長芋
法
(を

了め
こる
l 。
ーモ
七 の

-<-大
号車問

』土
(二)、
公
職
( 

ノ、

八

O 、

七

戸、

F又

、
(三)
裁
判
官
( 

大4

ブb
) 、
(四)
軍
規

古
代
猶
太
共
同
慣
の
形
麗

第
五
十
=
一
容

五
七
七

t
F
Z
説

九
七

申 15:12-18 51) 出 21:2;申 15:12. .1)0) 回目 7一日
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占
代
猶
太
共
同
挫
の
形
態

第
五
十
三
巻

五
七
八

第
T
1

都

九
y、

(
ニ
O
)
、
両
家
族
法
三
二
・
一

o
l
二
一
)
、
対
雑
法
会
二
・
一
一
一
一
-
-
一
一
一
一
-
一
一
一
三
甘
不
良
へ
の
一
反
劃
抽
出
(
一
一
了
一
三
三

0
1
ω
陪
件
法
〈
二

-
〉

三
・
一

1
凡
)
、
九
各
糟
儀
式
と
博
愛
法
士
一
三
・
九
二
主
・
四
〉
、
一
口
雑
怯
(
二
王
・
五
一
九
)
、
二
祭
制
的
儀
式
(
二
六
・
一
ー
l
一
五
三

と
の
申
命
法
が
諸
法
典
巾
、
最
も
内
容
堅
官
で
、
ま
央
よ
〈
ま
と
ま
っ
て
ゐ
る
。
い
ま
詳
し
く
述
べ
る
と
と
が
向
来
な
い
が
、
大

憧
に
於
て
、
商
業
的
背
影
が
見
え
て
来
た
と
と
、
比
較
的
寛
容
で
あ
る
と
と
、
預
言
者
白
影
響
が
あ
る
己
と
、
要
す
る
に
丈
化
の
程

度
が
比
較
的
高
い
と
と
を
示
し
て
ゐ
る
。

計
聖
潔
宏
典

i
!申
命
法
血
一
段

E
ま
と
ま
っ
て
は
ゐ
た
い
が
、
神
の
吐
盟
主
怯
に
う
い
て
特
に
明
か
に
し
た
も
の
と
し
て
聖
潔
法
典

が
あ
っ
た
と
云
は
れ
る
。
併
し
こ
れ
は
聖
書
の
各
所
に
散
っ
て
ゐ
る
。
レ
ピ
記
一
七

1
三
六
、
出
壊
及
=
二
・
一
三
一
四

a
、
民

数
紀
略
一

0
・
九
及
び
一
五
・
一
一
一
八
b

四
一
等
。
そ
の
内
容
は
、
契
約
法
及
び
申
命
法
の
一
初
め
の
部
分
に
よ
〈
似
て
ゐ
る
し
、
そ

れ
ら
よ
り
後
に
出
来
た
も
白
で
あ
り
、
ま
た
雨
者
の
影
響

E
受
け
た
も
り
で
あ
る
と
云
は
れ
る
。

一
凡
て
の
犠
牲
は
単
一
也
に
て
行
は
る
べ
し
(
レ
ピ
一
七
・
一

i
九
三
手
陣
人
も
動
物
或
は
島
由
血
主
食
ふ
べ
か
ら
ず
(
同
一

o
i
二

C
、
向
性
闘
係
の

制
御
(
レ
ぜ
一
八
・
六
l
一
三
一
、
二

0
・一

O
l
二
一
)
、
四
道
徳
的
・
京
教
的
法
(
同
一
九
・
二
三
・
六
)
、
五
モ
ロ
グ
崇
拝
白
禁
止
等
(
同
二
0
・一一

〉

九
)
、
六
車
司
自
守
る
べ
き
法
(
同
一
二
・
一
ご
一
二
、
ニ
ニ
・
一
一
六
)
、
七
犠
牲
獣
に
閥
ナ
る
桂
(
同
一
一
一
一
・
一
凡

l
三
O
)
、
入
定
め
の
揖

p
に
闘

す
る
法
(
同
三
ニ
・
一

O
L
δ
、
一
九

i
凹
一
号
、
制
主
た
る
罪
(
一
一
回
・
一
五
|
」
一
一
一
)
、
日
正
直
の
年
に
闘
ナ
る
法
(
同
二
五
・
二
七
、
一
七

l
二

ニ
)
、
二
偶
像
崇
拝
及
世
事
日
磁
撞
白
禁
止
(
同
二
六
一
一
一
、
自
=
二
・
一
一
一
一
一
、
一
回

a
)
、
三
衣
服
白
隅
に
締
を
付
け
る
こ
と
(
民
数
一
五
・

三
凡

b
l四
一
)
。

2
 

雲
仙
己
白
外
に
、
理
想
法
典
ザ
皐
げ
る
も
の
が
あ
る
。
と
れ
は
エ
ゼ
キ
エ
ル
の
幻
で
あ
る
山
恐
ら
く
は
前
二
三

O
年
頃
の
も
の
で

伺叫

あ
ら
う
と
云
ふ
。
そ
の
内
容
は
、

一
紳
殿
白
計
劃
と
設
欄
(
四
0
・
一
回
二
・
二

O
)
、
二
神
殿
此
翠
壇
の
使
用
に
封
ず
る
規
定
(
凹
=
一
・
主
}
二
七
)
、
=
一
祭
司
と
そ
の
役
目
に
闘
す
る

{
 

現
定
(
凹
凶
・
一
=
二
)
、
凹
紳
殿
、
と
各
文
族
へ
の
土
地
白
割
首
(
回
五
・
一
ー
l
入
、
四
七
・
一
=
一
四
人
・
一
一
一
五
三
司
裁
判
白
賀
班
(
回
五
・
九

1
一

。
鶴田川Q

J
 

6
 

和門小
6

昭

3
3

叢
P
力

品
河
川
仇
ミ

晴
間
出

輝

5

む
円
菩

成

ヤ
の

ヂ

慢

イ

問
叫

o

x
共

下

担
太
間
以

P
ヤ
p
パu

イ

6
h

，
 

m
日
m
d骨

n

、n
p

加
稿
Lm
モ

U

即
拙
晶
ア

)
)
)
)
 

4
5
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〉

ニ
)
、
仕
輔
牲
と
献
納
と
に
謝
す
る
規
定
(
四
五
・
二
一
一
二
豆
、
回
大
・
一
九
二
四
)
、
七
王
の
献
納
及
王
様
車
分
に
劃
ナ
る
規
定
(
回
大
・
一
ー
l

一
入
)

乙
れ
ら
は
殆
ん

E
神
殿
・
祭
杷
に
闘
す
る
も
の
で
あ
る
。
か

h
E
律
法
的
傾
向
は
、
結
局
次
の
訟
典
を
生
ん
だ
。

・
ボ
祭
司
法
典

l
l己
れ
は
多
分
西
紀
前
五
世
紀
半
頃
に
祭
司
等
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
も
D
で
忌
る
。
そ
の
内
容
は
従
来
の
諸
法

よ
り
引
加
も
多
く
し
て
ゐ
る
し
、
中
で
も
翠
潔
法
典
の
影
響
が
最
も
犬
き
い
。
そ
れ
に
祭
司
へ
の
教
訓
千
体
法
が
加
っ
た
り
で
る

5
0
そ
の
性
格
は
所
謂
律
法
的
た
も
の
k
最
も
濃
厚
た
も
の
、
賓
践
的
に
徹
忠
し
た
も
の
を
示
す
。
従
て
宗
教
法
が
多
い
が
、
特
に

世
俗
法
に
関
す
る
も
D

h
み
を
取
り
出
せ
ば
、

一
家
族
に
つ
い
て
、
姦
遇
(
同
五
・
一
一
一
一
二
)
、
男
女
捕
虜
白
取
張
、
外
国
人
、
奴
緯
、
晶
一
亡
の
町
等
(
同
九
・
一
回
、
一
五
・
一
回
、
一
五
、
三

玉
・
九
三
四
三

ι周
産
に
つ
い
て
(
レ
ぜ
六
・
一
七
、
民
五
・
玉
|
九
三
信
相
績
に
つ
い
て
(
民
二
七
・
八
|
一
二
三
六
・
一
一
一
一
)
、
個
裁
判

及
統
拍
に
つ
い
て
、
殺
人
、
逃
亡
の
町
、
保
護
(
レ
ピ
五
・
一
、
五
、
六
}
、
白
戦
争
に
つ
い
て
、
兵
士
、
捕
虜
、
虫
類
、
職
利
品
、
砥
。
供
人
口
調
査
に

つ
い
て
、
(
民
一
・
一

1
四
六
、
由
三
0
・
一
一
、
一
六
、
民
一
ユ
・
一
四
三

O
、
同
四
・
一
四
九
・
同
=
・
四
O
、
豆
一
、
同
八
・
一
四
=
一

O
て

七
土
地
自
分
配
(
比
二
宍
・
主
二
王
六
三

以
上
を
以
て
よ
日
代
猶
太
の
岡
家
的
共
同
鰹
の
持
っ
て
ゐ
た
諸
法
規
の
大
鰐
を
示
し
た
白
で
あ
る
。

数

困

ヤ
破
統
治
と
教
園
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
統
一
主
園
が
分
裂
し
て
南
北
二
王
朝
と
た
っ
た
白
は
前
九
三
六
年
、
北
イ
ス
ラ
エ
ル
王
闘
が

ア
ツ
シ
リ
ヤ
に
滅
さ
れ
た
の
は
同
七
二
一
年
、
ユ
ダ
王
闘
が
バ
ピ
ロ
ン
忙
滅
ぼ
さ
れ
た
り
は
同
五
八
六
年
。
か
〈
て
イ
λ

ラ
エ
ル
白

主
た
る
者
は
パ
ピ
ロ
ン
に
捕
囚
に
な
っ
た
。
己
の
前
後
か
ら
し
て
岡
の
欣
態
は
激
費
し
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
は
所
調
捕
囚
白
民
と
左
っ

た
。
彼
ら
は
如
何
に
パ
ピ
ロ
ン
の
統
治
の
下
に
あ
っ
た
で
あ
ら
う
か
。
彼
ら
の
数
は
総
て
ピ
四
、
六

O
O人
位
と
も
云
品
。
そ
の
数

古
代
猫
大
共
同
挫
の
形
態

五
七
九

第
五
十
=
一
審

第
王
鵠

:JL 
JL 

申 10:4 浅野、「墨書と民族」四O頁。
出 20:2-17 申 5:7-21 
J. ，征 P.Sl"uith; Th~ Origin and History of Heb問 w Law， Chicago， :I93I， 
p.6. 13)黒崎、「奮約事書略註」二七七頁。

出31: 18; J2・日>0) )
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古
代
猶
大
共
同
瞳
の
形
態

静
五
ト
三
巻

O 
O 

主
八

O

第
五
鵠

は
多
く
た
く
て
も
、
何
れ
も
重
だ
っ
た
役
人
・
軍
人
・
商
学
者
・
工
作
人
等
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
ロ
彼
ら
は
主
と
し
て
シ
エ
バ
ル
河
の
遜
り

に
散
花
し
た
が
、
或
者
は
農
業
を
、
或
る
者
は
工
作
を
、
或
る
者
は
商
業
を
潜
ん
だ
。
農
村
の
み
在
ら
や
、
市
中
に
も
在
る
己
と
が
山
川
来

た
。
比
較
的
自
由
な
境
涯
に
あ
っ
た
ら
し
く
、
故
郷
パ
レ
ス
チ
ナ
は
勿
論
そ
の
他
と
も
文
通
左

E
し
た
ら
し
い
。
そ
の
中
に
は
政
治

5
 

家
と
し
て
、
ま
た
金
持
と
し
て
成
功
し
た
も
の
も
あ
る
。
か
L
る
姉
悶
時
代
は
凡
そ
四
十
年
間
で
あ
る
。
己
れ
を
第
一
期
と

L
ょ
う
。

再
び
パ
レ
ス
チ
ナ
に
腕
還
し
た
の
は
前
五
三
八
年
頃
と
一
五
は
れ
る
。
併
し
そ
れ
以
後
は
ベ
ル
シ
ア
の
統
治
下
に
あ
っ
た
。
己
れ
を

第
二
期
と
す
れ
ば
、
そ
り
問
は
大
凡
二
百
年
、
吹
の
第
三
期
は
ア
レ
キ
サ
ン
戸
リ
ア
に
征
服
せ
ら
れ
た
前
三
三
二
年
以
後
で
、
所
謂

平

F
シ
ア
時
代
が
初
ま
る
。
と
れ
は
約
二
百
七
十
年
計
り
綬
〈
。
そ
の
聞
に
或
は
咲
及
忙
シ
リ
ア
に
従
っ
た
と
と
も
あ
る
し
、
ま
た

マ
カ
ベ
ウ
ス
戦
争
に
よ
っ
て
猫
立
せ
ん
と
し
た
己
と
も
あ
る
。
が
そ
白
後
は
ま
た
や
が
て
瀧
馬
に
侃
服
さ
れ
た
。
そ
れ
は
前
六
三
年

で
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
紀
一
五
後
七

O
年
の
エ
ル
サ
レ
ム
陥
落
ま
で
白
百
三
十
三
年
聞
が
、
最
後
の
第
四
期
に
岱
る
と
忠
ふ
。

と
れ
ら
む
四
つ
の
時
期
、
六
百
五
十
年
に
亙
る
期
間
に
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
所
謂
狛
太
人
と
し
て
の
一
性
格
を
遺
憾
な
〈
濃
厚
に
形
活

っ
た
。
姉
囚
・
支
配
・
離
散
の
中
に
、
特
異
た
る
存
在
と
在
っ
た
。
か
4

、
る
悲
運
の
中
に
、
闘
を
失
ひ
、
民
は
執
へ
ら
る
?
と
い
ふ

ム
」
昔
に
は
、
普
通
の
国
家
干
民
族
な
ら
ば
殆
ん
ど
滅
亡
す
る
で
あ
ら
う
。
従
て
北
イ
ス
ラ
エ
ル
王
闘
の
ト
族
が
ア
ツ
シ
リ
ア
に
捕
因

さ
れ
た
後
は
そ
の
跡
を
絶
っ
た
と
一
五
ふ
。
然
る
に
何
故
ユ
ダ
族
白
み
は
そ
の
閣
を
滅
ぼ
し
外
闘
に
統
治
せ
ら
れ
つ
L
も
友
ほ
、
そ
の

民
族
主
維
持
し
得
た
の
で
あ
る
か
。
そ
己
に
彼
ら
り
共
同
酬
聞
が
持
つ
特
に
強
い
宗
教
的
性
格
を
考
へ
ざ
る
を
得
た
い
。
そ
れ
は
毅
固

と
云
ふ
ん
一
古
川
較
的
共
同
憾
を
持
ち
績
け
た
か
ら
だ
と
思
ム
。

二
教
園
の
構
成
。
姉
凶
期
中
一
に
蹄
還
期
に
於
て
は
祭
司
と
共
に
預
言
者
が
線
ら
の
指
導
的
地
枕
を
占
め
た
こ
と
は
、
例
へ
ば
エ
レ町

ミ
ヤ
、
ェ
ゼ
キ
エ
ル
.
第
一
一
イ
ザ
ヤ
等
を
見
れ
ば
明
か
で
あ
る
が
、
希
臓
時
代
に
至
っ
て
か
ら
は
祭
司
制
が
明
か
に
確
立
さ
れ
た
。

新
語
サ
ン
ヘ
ド
リ
ム

(
F
5
E
E戸
)
で
あ
る
が
、
と
れ
が
首
時
四
国
民
生
活
安
貰
際
的
指
導
者
と
た
つ
穴
。

そ
れ
は
主
と
し
て
神
殿

"Fj"ammurabi， 2123-2081 B. C. 15) 
出 24・7. 17) 曲目 :1-22:17
例之、 A.C. Welch， the Codc of Dcuteronomy， l:.ondon， 1924陪よれば、前

回世和頃とされる。 19) Smi.th， p・39・ 20) Smith， p・93

Smith， pp. 17， 181 f. )
)
〉
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に
於
け
る
大
祭
司
並
忙
祭
司
的
貴
族
と
教
義
を
敬
う
る
皐
者
建
と
に
よ
っ
て
出
来
て
ぬ
た
。
と
の
サ
ン
へ

F
リ
ム
白
上
に
は
、
純
然

た
る
政
治
検
閲
1
h

し
ず
ま
づ
狛
太
の
一
土
が
あ
る
。
ま
た
そ
白
上
忙
統
治
岡
白
線
替
が
あ
る
。
主
は
併
し
極
〈
形
式
的
の
も
の
で
、
一
玄

は
w
h

保
協
に
過
ぎ
な
い
。
と
れ
は
民
衆
の
味
方
で
は
た
い
。
そ
と
で
?
ン
ヘ
ド
リ
ム
は
、
全
〈
宗
教
的
た
政
治
府
で
あ
る
に
過
ぎ
た

い
が
、
賞
際
に
は
民
裁
の
信
頼
を
受
け
、
生
活
白
中
心
で
あ
っ
た
。
司
法
権
の
如
き
も
、
元
来
宗
教
上
の
と
と
に
限
ら
れ
て
ゐ
た
も

の
が
、
漸
〈
庚
〈
在
っ
た
ゃ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
精
神
的
主
闘
D
憲
法
と
も
た
っ
て
、

ユ
ダ
ヤ
地
方
の
み
左
ら
十
、
狛
太
人
の
在
る

宛
ら
外
な
る
王
国
と
し
て
白
経
馬
の
法
忙
針
ず
る
如
く
o

t
E
Eて
と
共
に
三
宮

E
0
3
を
も
稿
さ
れ
わ
。

と
れ
を
構
成
す
る
品
目
司
は
、
エ
ル
サ
レ
ム
に
在
る
レ
ピ
人
の
出
で
あ
る
。
従
て
、
身
分
と
職
分
と
を
持
っ
て
ゐ
る
。
そ
の
任
期
は

多
分
終
身
で
あ
る
。
的
問
司
の
家
系
は
二
十
四
に
分
れ
て
ゐ
た
。
モ
白
各
々
は
ま
た
五
乃
至
九
の
家
に
分
れ
る
。
そ
れ
に
は
皆
恥
分
の

相
異
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
中
最
も
重
ん
ぜ
ら
れ
た
の
は
ア
ロ
ン
系
祭
司
で
、
と
t
A

か
ら
大
祭
司
が
山
山
る
と
と
に
在
っ
て
ゐ
る
。
こ
白

外
に
た
ほ
教
義
、
律
扶
を
研
究
し
且
つ
教
授
す
る
撃
者
又
は
教
師
が
あ
る
。
祭
司
の
多
く
は
サ
ド
カ
イ
振
に
属
し
、
堕
者
・
教
師
は

と
こ
る
総
べ
て
に
及
ぷ
や
う
に
た
っ
た
。

そ
し
て
首
掌
た
る
大
祭
司
は

多
く
バ

p
サ
イ
仮
に
属
す
る
。
前
者
は
保
守
的
・
形
式
的
で
あ
る
に
到
し
、
後
者
は
十
L
A

進
歩
的
・
解
探
的
で
あ
る
と
云
ふ
離
が
比

較
さ
れ
可
制
。
か
く
て
サ
ン
ヘ
ド
リ
ム
は
形
式
的
に
は
祭
司
白
下
に
あ
る
が
、
資
力
は
撃
者
D
側
に
あ
っ
た

Q

雨
者
の
数
は
時
に
よ
っ

て
異
る
が
、
四
十
五
人
乃
至
七
十
一
人
位
で
あ
る
。
併
し
資
際
に
は
そ
の
中
の
十
人
位
が
買
力
を
持
。
た
。

己
れ
ら
の
人
々
に
土
つ
で
掌
ら
れ
た
民
衆
の
生
活
白
中
心
は
、
自
ら
紳
殿
で
あ
っ
た
。
殊
に
ヱ
ル
サ
レ
ム
一
柳
殿
に
臨
界
が
集
中
せ

ら
れ
る
に
至
っ
て
か
ら
た
隠
さ
ろ
で
あ
る
。
と
1

誌
に
託
り
、
己
主
に
祈
h

り
、
己
、
に
犠
牲
を
献
げ
る
と
と
を
無
上
の
光
柴
と
し
た
。

平
時
に
あ
っ
て
よ
り
親
し
〈
宗
教
的
行
事
を
注
し
訓
錬
を
受
げ
る
の
は
、
曾
堂

(
A
A
Z
E
E
r
J
(き
て
ぬ
苦
手
塁
。
里
見
込
)
に
於
て
E
あ
っ

た
。
と
れ
は
パ
レ
ス
チ
ナ

D
各
都
市
忙
於
て
少
く
も
一
つ
は
あ
っ
た
。
後
期
に
は
、

ユ
ダ
ヤ
人
十
入
居
る
と
こ
ろ
一
必
や
一
合
堂
を
設

古
代
猫
大
共
同
債
の
形
態

第
五
十
三
巻

主L

" 
第
五
韓

O 
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僚
三
十
五
巻

第
五
観

古
代
猶
大
共
同
慢
の
形
態

〈
べ
し
と
な
っ
売
。

E

L
に
於
て
祈
祷
を
た
し
、
聖
書
を
製
ぴ
、
説
教
を
撒
昔
、
救
貧
事
業
を
行
ふ
の
で
あ
っ
た
。
も
一
つ
の
集
合

の
揚
底
は
、
閣
宇
校
で
あ
る
。

宝玉
ノ、

O 

己
れ
は
主
と
し
て
前
記
白
撃
者
・
教
師
等
に
よ
っ
て
聖
書
及
び
倖
法
が
教
へ
ら
れ
る
と
と
る
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
更
に
も
う
一
つ
は
市
場
で
あ
っ
た
。

サ
ン
ヘ
ド
リ
ム
を
中
心
と
す
る
か
L
る
二
つ
の
傾
向
1
1
1
サ
ド
カ
イ
振
と
バ
リ
サ
イ
仮
1
1
1
の
外
に
、
た
ほ
民
衆
の
中
民
政
治
的

濁
立
を
叫
ぶ
も
の
一
と
、
反
動
に
禁
欲
的
・
修
道
院
的
な
エ
ツ
セ
ネ
派
白
如
き
が
あ
っ
た
。
殊
に
後
者
は
顕
著
な
も
の
で
あ
っ
売
。
後

期
に
は
約
四
千
人
も
白
人
が
あ
っ
て
、
各
都
市
に
見
ら
れ
た
と
云
ム
。
だ
か
ら
洗
鵡
者
ヨ
ハ
ネ
の
出
現
も
決
し
て
突
然
で
は
た
か
っ

た
の
で
あ
る
。

日
世
界
性
。
外
岡
D
回
世
泊
・
捕
囚
・
支
配
・
離
散
の
運
命
の
中
に
イ
ス
ラ
エ
ル
が
在
ほ
持
績
し
得
た
所
以
白
も
り
は
、
内
的
に
確

、、

忙
殺
固
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
宗
教
的
共
同
館
正
し
て
の
結
成
で
あ
る
。
併
し
友
ほ
そ
れ
と
同
時
に
外
的
に
彼
ら
が
世
界
性
を
持

っ
た
ル
一
い
ム
こ
と
に
も
よ
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
宗
教
が
選
民
意
識
を
確
立
す
る
と
共
に
世
界
救
憐
を
責
任
と
し
た
と
こ
ろ
に
既
に
示

さ
れ
た
が
、
在
ほ
彼
ら
の
生
前
理
境
が
買
に
止
む
を
得
十
し
て
、

間
際
的
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

元
来
牧
畜
の
民
で
あ
る
彼
ら

が
、
農
業
を
な
し
、
商
業
白
民
と
左
り
得
た
の
は
容
易
で
た
か
ワ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
捕
囚
以
後
は
絞
ら
の
商
業
位
が
務
揮
さ
れ

売。

E
i
h
に
彼
ら
白
岡
際
性
又
は
世
界
性
が
養
は
れ
た
白
で
あ
る
。
(
一
六
・
回
・
一

O
)
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