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ピ

国

貝
い
日
y

い

O
げ
Qり
拝

乞
0
げ
Qり
拝

戈
客

OG
。

ζ．

Q。

げ

O
『

幻

の

十
四

の
詒

根
・

単
語
で

あ
る

。

　

ま
ず、

エ

ベ

ン

・

シ
ョ

シ

ャ

ン

の

コ

ン

コ

ル

ダ

ン

ス

に

基
づ

い

て

聖

書

に

お

け
る

こ

れ

ら
の

語
の

分
析
を

行
っ

た
。

語
源
が
ヘ

ブ

ラ

イ
語
で

な
い

も
の

が

多
く

、

そ
の

ほ

と
ん

ど
が

ユ

ダ

ヤ
教
に

お

い

て

は

禁
止
さ

れ
て

い

る

わ

け
で

あ
る

が
（

申

命
記
十
八

章
な
ど
）

、

そ
の

う
ち
の

多
く
は

た
だ

漠
然
と

禁
止
さ

れ

て

い

る

と
い

う
印
象
が

ぬ

ぐ
え
ず

、

そ

れ
ぞ
れ

の

単
語

の

詳
細
は

不
明
瞭
で

あ
る

。

　
ミ

シ
ュ

ナ
と
ト

セ

フ

タ

に

つ

い

て

も

同
様
の

分
析
を

行
っ

た
と
こ

ろ
、

ま

ず
聖

書
で

は

使
用
さ

れ

て

い

た

外
来
語、

ユ

ダ

ヤ

教

外
の

も
の

を

指
す

と

考
え

ら
れ

る

語
は

見
つ

か

ら

な
か

っ

た
。

こ

れ

は
、

律
法
を

伝
達

す
る

こ

と

に

特
化
し
て
い

る

ミ

シ
ュ

ナ
・

ト
セ

フ

タ

の

特
徴
の
一

つ

と

言
え
る

。

ま
た
、

た

だ

禁
止
す
る

だ

け
の

聖
書
か

ら
一

歩
進
ん

で
、

行
為
者
を

具
体

的
に

ど

の

よ

う
に
処
罰
す
る

べ

き
か

を

規
定
し、

ま
た

そ
れ

ぞ
れ

の

行
為

が

実
際
に
は

ど
の

よ

う
な

も
の

で

あ
る

の

か
を
説
明
し

て

い

る

と
い

う
特

徴
が

見
ら
れ

る
。

バ

ビ
ロ

ニ

ア
・

タ
ル

ム

ー

ド
に

つ

い

て

は、

ミ

シ
ュ

ナ
・

ト

セ

フ

タ

の

記
述
と

同
様
の

記
述
が

多
い

と
だ

け
言
及
し
て

お

く
。

　

以
上

の

分
析
を
踏
ま
え
、

本
報
告
で

扱
っ

て

き
た

単
語
・

語
根
に

つ

い

て

は
、

大
き
く
分
け
て

「

禁
止
」

「

許
容
」

「

傍
観
」

と
、

そ

の

他
詳
細
が

不
明
な

も
の

の

四

種
類
の

対
応

方
法
が
あ
る

と

考
え
る．、

第
一

の

禁
止

は
、

あ
る
程
度
自
明
の

こ

と
で

あ
る

が
、

聖
書
に

数
多
く
あ
る

禁
止

規
定

が

適
用
さ
れ

て

い

る

語
が

こ

れ
に
該
当
す
る

。

…
詒
源
的
に

ユ

ダ
ヤ

教
外
の

周
辺
民
族
・

諸
国
に

起
源
を
持
つ

も
の

が
多．
い

。

許
容
と
は

、

聖

書
中
で

は

明
確
な
禁
止

規
定
が

な
く、

ミ

シ

ュ

ナ
・

ト
セ

フ

タ

で

も
特
に

呪
術
的

な
意
味
と

し
て

は

用
い

ら

れ
て

い

な
い

も
の

で

あ
り

、

推
奨
さ
れ

る

こ

と

す
ら
あ
る

も
の

で

あ
る

。

傍
観
と

は、

聖
書
で

ユ

ダ
ヤ
教
外
の

人
物
・

行

為
と
し
て

の

み

用
い

ら
れ
て

お
り、

イ
ス

ラ
エ

ル

の

民
の

内
部
に

は

存
在

し
て

い

な
か
っ

た

も
の

で

あ
る

。

そ
れ

ゆ

え
敢
え
て

禁
止
を
述
べ

る

必
要．

も
な
い

と

い

う
判
断
が
下
さ
れ

、

ミ

シ

ュ

ナ
と

ト
セ

フ

タ
に

は
三

口

及
が
な

い

も
の

と

考
え
ら
れ

る
。

申
命
記
に

お

け
る

祭
司
と

王

　
　
　
　
祉
会
的
ア

イ

デ
ン

テ
ィ

テ

ィ

理

論
の

適
用

高

　
橋
　
優
　
子

　

本
発
表
の

目

的
は
、

社
会
的
ア

イ
デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

理

論
が

、

聖
書
資
料

の

描
く
古

代
イ
ス

ラ
エ

ル

社
会
を

説
明

す
る

た
め
に

有
効
だ
と
い

う
こ

と

を

示
す
こ

と
に

あ
る

。

社

会
的
ア

イ

デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

理

論
を

実
際
に

適
用

す
る

こ

と

を

試
み

る

が
、

具
体
的
に

は

申
命
記
一

七

章
一

六

ー
一

七

節
・

一

八

章
一

−
二

節
・
一

八

章
六

−
八

節
前
半
（
お
よ

び

関
連
す
る

列
王
記

下

二

三

章
九

節）

に

あ
る

下
と

祭
司
に

つ

い

て

の

記
述
が

対
象
と

な
る

。

そ

れ
は

、

こ

れ

ら
の

箇
所
が

し

ば
し

ば

紀
元
前
七

世
紀
後
半
に

想
定
さ
れ

る
、

い

わ

ゆ

る

ヨ

シ

ヤ

の

改
革
を

、

「

ユ

ー

ト
ピ

ア

的
で

非
現

実
的
」

で

あ
り、

歴

史
性
が

な
い

と

考
え
る

根
拠
と
さ

れ

る

か

ら

で

あ
る

。

こ

の

際

と

く
に

重

要
な
の

は
、

社

会
的
比

較
に

つ

い

て

の

研

究
成
果
で

あ
る

。

「

社

会
的
比
較
」

と

は、

内

集
団
（
自
己
が

属
し
て

い

る

集
団）

と

外
集

団
（

自
己
が

属
し
て

い

な
い

集
団
）

と
の

問
で

行
わ

れ

る

比
較
を
意
味
し

て

い

る
。

こ

の

社
会
的
比
較
に

お

い

て

は
、

内
集
団
に
と
っ

て

有
利
な
次

元
（

自
集
団
が

優
位
に
立
て

る

次
元
）

上

で
、

相
違
が
最
大
に

な
る
よ
う
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な
比
較
が

行
わ
れ

る

こ

と
が

知
ら
れ
て

い

る
。

当
然
利
益
配
分
の

場

合
に

は
、

内

集
団
の

メ

ン

バ

ー

に

よ

り
多
く
配
分
し
よ

う
と

す
る

が、

時
に

は

自

分
た
ち
の

利
益
を

犠
牲
に

し

て

で

も
外
集

団
よ

り
優

位
に

立
と
う
と
す

る
、

と
い

う
興
味
深
い

現
象
が

観
察
さ
れ
る

。

こ

の

外

見
上
の

「

矛

盾
」

は、

人

間
は

個
人
的

利
益
を
最

大
に

す
る

よ

う
に

合
理

的
に

行

為
す
る

は

ず
だ
と
い

う
、

伝
統
的
な

（

近

代
的）

人
間

観
の

限
界
を

示
す
も
の

で

あ

る
。

し
か
し

、

社
会
的
ア

イ

デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

理
論
を
援

用
す
る

と、

こ

の

外

見
上
の

「

矛

盾
」

は

説
明
可

能
な
も
の

と

な
る．．

　
ヨ

シ

ヤ

の

改
革
の

担
い

于
は

多
様
な
社
会

集
団
か
ら

成
っ

て

い

た

と
考

え
ら
れ
る

が
、

王
と

祭
司
に

つ

い

て

の

規
定
は
と
り
わ

け
異
彩
を
放
っ

て

い

る
。

そ
れ
ら
は

、

王
に

つ

い

て

も
祭
司
に
つ

い

て

も

自
分
た
ち
の

権
利

制
限
を

進
ん

で

受
容
す
る

こ

と
を
前
提
し
な
け
れ
ば

成
立
し
な
い

内
容
と

な
っ

て

い

る
。

王

に
は

自
分
の

た

め

に

馬
［

軍
事
力
］

・

妻
・

金

銀
を
増

や

す
こ

と
が
禁
止
さ
れ

て

い

る

（
金
銀
に
つ

い

て

は

「

過
剰
に

増
や

す
こ

と
」

）
。

そ
し
て

祭
司
に

つ

い

て

は

土
地
所
有
の

禁
止
が

規
定
さ
れ
て

い

る

の

で

あ
る

。

こ

れ
ら
は
ど

う
説
明
で

き
る
の

だ
ろ

う
か

。

ま
ず
土
に
つ

い

て

で

あ
る

が、

積
極
的

要
因
と
し
て

は
、

古
代
近
東
の

「

王
の

理
想
」

が

あ
げ
ら
れ
る

。

古
代
近

東
の

土
た

ち
は
、

弱
者
や
貧
者
を
救
い

正
義
を
実

現
す
る

、

と
い

う
理
想
を

持
っ

て

い

た

が、

ユ

ダ
王

も
そ
の

影
響
を

受
け

て

い

た

こ

と
が
明
白
で

あ
る

。

そ
し
て

そ
の

こ

と

は

弱
者
や
貧
者
を

救
う

た
め

に

自
分
の

権
利
を

制
限

す
る

規
定
を
受
け
入
れ
る、

と

い

う
こ

と
を

可
能
に

し
た
か
も
し
れ
な
い

。

そ
れ
は
、

杜
会
的
ア

イ
デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

を

肯
定
的
に

高
め
る

効

果
が
あ
っ

た

だ

ろ

う。

さ
ら
に
、

消
極
的
要
因
と

し

て

は
、

古
代
近

東
の

下
た
ち
と
は

異
な

り、

ユ

ダ
の

王
権
が
も
と

も
と

比

較
的
弱
か
っ

た

と
い

う
こ

と

が
あ
る
。

古
代
イ
ス

ラ

エ

ル

の

王

は
、

む
し

ろ

古
代
ギ
リ

シ

ア

の

王
と
似
た
状

況
に

あ
っ

た
。

祭
司
に

つ

い

て

は

エ

ル

サ
レ

ム

祭
司
と
地

方
祭
司
を

分
け
て

考
え
な

け
れ

ば
な
ら

な
い
。

ヨ

シ

ヤ

改

革
に

お

け
る

祭
儀
集
中
に
よ
っ

て
、

エ

ル

サ

レ

ム

祭
司
は

祭
儀
を

独
占

す
る
こ

と

に

な
る

。

そ
れ
は、

十
地

所
有
放
棄
を

補
っ

て

余
り
あ
る

利
益

を
も
た
ら
し

た
か
も
し
れ
ず、

伝

統
的
な
人

間
観
に

よ
っ

て

も

理
解
可
能

で

あ
る

。

し

か
し

、

地
方
祭
司
が

祭
儀
集
中
を

受
け
入
れ
土

地

所
有
放
棄

を

受
け
入
れ

る
と

い

う
の

は
、

理

解
し
が

た
い

。

な
ぜ
な
ら

、

地
方
に

お

い

て

彼
ら
は
事
実
上
失
業
す
る

か
ら
で

あ
る

。

し
か
し

、

申
命
記
の

規
定

に

よ
れ
ば
、

地
方
祭
司
は

エ

ル

サ
レ

ム

祭
司
と

同
様
に

、

エ

ル

サ

レ

ム

で

祭
司
と
し
て

祭

儀
に

参
加
で

き
る
こ

と

に

な
っ

て

い

る
。

こ

れ

は
、

地
方

祭
司
の

社
会
的
地
位
を

エ

ル

サ
レ

ム

祭
司
と

同
等
に

引
き
上

げ
る

こ

と
を

意
味
し
て

お
り、

社
会
的
ア

イ
デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

理
論
か
ら、

充

分
理

解
可

能
と

な
る

。

　
以
上
検
討
し
て

き
た

よ

う
に

、

申
命
記
の
一

見
非
現
実

的
な

祭
司
と

王

に

関
す
る

規
定
は

説
明
可
能
で

あ
る

。

杜
会
的
ア

イ
デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

理
論

は
、

聖

書
研
究
に

と
っ

て
、

歴

史
性
を

判

断
す
る

根

拠
と

は

な
ら

な
い

が、

現
実
性
の

有
無
を

判
断
す
る
根
拠
と

な
り
え
る
も
の

と
し
て

有
望
で

あ
る

。ユ

ダ

ヤ

教
聖

書
解
釈
に

お

け
る

　
「

預
言
者
」

と

「

祭
司
」

の

パ

ラ

ダ
イ

ム

勝

　
又

　
悦

　
子

一
　

本
稿
の

目

的
冖

近
代
ユ

ダ

ヤ
学
の

創
始
で

あ
る

ツ

ン

ツ

が
、

第
二

312（ll46）
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