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第
二
神
殿
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
人
埋
葬
に
関
す
る
考
古
学
的
研
究
の
課
題

）

一
三
九　
（

1
．
は
じ
め
に

　

イ
ス
ラ
エ
ル
／
パ
レ
ス
チ
ナ
（
以
下
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と（
略
）
1

）
は
、

地
中
海
東
岸
に
位
置
し
、
南
北
を
エ
ジ
プ
ト
、
シ
リ
ア
に
挟
ま
れ

た
地
域
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
古
来
よ
り
南
北
の
中
間
地
点
と
し

て
緩
衝
地
・
係
争
地
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
こ
れ
は

同
時
に
南
北
の
文
化
が
流
入
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
イ
ス
ラ

エ
ル
は
様
々
な
形
で
周
辺
地
域
の
影
響
を
受
け
て
き
た
。
バ
ビ
ロ

ニ
ア
捕
囚
か
ら
帰
還
直
後
の
第
二
神
殿
時
代
（
ペ
ル
シ
ア
時
代
、

プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
朝
時
代
、
セ
レ
ウ
コ
ス
朝
時
代
、
ハ
ス
モ
ン
朝

期
、
ロ
ー
マ
帝
国
時
代
）
に
お
い
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
自
ら
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
し
な
が
ら
、
異
文
化
と
の
関
わ
り
を
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
異
文
化
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
文
献
資
料
を
基

に
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
西
ア
ジ
ア
全
体
に

影
響
を
及
ぼ
し
た
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
と
の
関
わ
り
は
研
究
の
焦
点
と
な

っ
て
い（
る
）
2

。
考
古
学
的
に
こ
の
テ
ー
マ
を
考
え
る
研
究
は
限
ら
れ

て
い
る
が
、
た
と
え
ば
、
埋
葬
の
研
究
は
、
こ
れ
ら
の
時
代
の

人
々
の
思
想
の
枠
組
み
に
迫
れ
る
有
効
な
方
法
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
神
殿
時
代
の
埋
葬
に
関
し
て
は
、
ミ
シ
ュ
ナ（
ー
）
3

に
詳
細
な
規

定
が
あ
り
、
同
時
期
の
墓
の
発
掘
調
査
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
墓
は
、
宗
教
・
思
想
と
も

密
接
に
関
係
し
て
お
り
、
文
献
資
料
・
考
古
学
的
資
料
の
双
方
か

ら
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
第
二

神
殿
時
代
及
び
そ
れ
に
先
行
す
る
鉄
器
時
代
の
埋
葬
に
関
す
る
研

究
史
を
整
理
す
る
こ
と
で
、
考
古
学
的
側
面
か
ら
異
文
化
と
ユ
ダ

ヤ
人
と
い
う
テ
ー
マ
を
考
え
る
際
の
課
題
を
明
確
に
す
る
も
の
で

あ
る
。

四
〇
九

第
二
神
殿
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
人
埋
葬
に
関
す
る
考
古
学
的
研
究
の
課
題

長

尾

琢

磨
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二
．
第
二
神
殿
時
代
の
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
け
る
埋
葬

　

イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
け
る
埋
葬
は
時
代
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
が
、

鉄
器
時
代
Ⅱ（
期
）
4

に
な
る
と
定
形
化
し
た
横
穴
の
石
切（
墓
）
5

で
あ
る
ベ

ン
チ
墓
（
図
1
参
照
）
が
主
と
し
て
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

バ
ビ
ロ
ニ
ア
捕
囚
期
は
、
考
古
学
的
情
報
に
乏
し
く
、
状
況
が
明

確
に
な
っ
て
い
な
い
が
、
捕
囚
か
ら
逃
れ
た
南
ユ
ダ
王
国
の
人
々

が
エ
ル
サ
レ
ム
近
辺
で
ベ
ン
チ
墓
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
確
認

さ
れ
て
い
る
（K

loner and Zielinger 2009,  219

）。
捕
囚
期

と
同
様
、
ペ
ル
シ
ア
時
代
に
関
し
て
も
考
古
学
的
情
報
に
乏
し
い

た
め
、
同
時
代
の
埋
葬
に
つ
い
て
不
明
瞭
な
点
は
多
い
（K

loner 
and Zissu 2007,   139

）。
帰
還
し
た
人
々
は
非
常
に
貧
し
か
っ

た
た
め
（Lipschits and O

em
ing 2006,  27-28
）、
ペ
ル
シ
ア

時
代
の
墓
の
新
規
製
作
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
鉄
器
時

代
Ⅱ
期
の
ベ
ン
チ
墓
の
再
利
用
が
中
心
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ア

レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
の
東
征
に
よ
っ
て
ペ
ル
シ
ア
帝
国
の
支
配

が
終
わ
り
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
朝
の
支
配
下
に
な
っ
て
か
ら
も
新

規
に
製
作
さ
れ
た
墓
は
少
な
く
、
同
様
の
傾
向
が
続
い（
た
）
6

。

　

し
か
し
、
セ
レ
ウ
コ
ス
朝
の
支
配
下
に
な
っ
た
前
二
世
紀
に
こ

の
状
況
は
変
化
し
、
新
し
い
タ
イ
プ
の
墓
で
あ
る
ロ
ク
リ
墓
が
エ

ル
サ
レ
ム
に
出
現
し
た
。
ロ
ク
リ
墓
は
ベ
ン
チ
墓
と
同
様
の
横
穴

の
石
切
墓
で
あ
る
が
、
ロ
ク（
リ
）
7

と
呼
ば
れ
る
壁
龕
構
造
が
設
け
ら

れ
る
墓
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
は
こ
れ
ま
で
確
認
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
墓
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
セ
レ
ウ
コ
ス
朝
下
の
ヘ
レ
ニ
ズ

ム
の
強
制
ま
た
は
傾（
倒
）
8

を
背
景
と
し
て
、
周
辺
地
域
か
ら
影
響
を

受
け
た
墓
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
後
述
参
照
）。
ロ
ク
リ

墓
は
前
一
世
紀
に
は
エ
ル
サ
レ
ム
以
外
の
都
市
に
も
広
が
り
、
一

世
紀
に
そ
の
最
盛
期
を
迎
え
る
。
し
か
し
、
第
一
次
ユ
ダ
ヤ
戦
争

の
結
果
、
七
十
年
に
エ
ル
サ
レ
ム
が
陥
落
し
た
こ
と
に
よ
り
そ
の

利
用
は
激
減
し
、
エ
ル
サ
レ
ム
近
辺
で
の
製
作
・
利
用
は
ほ
と
ん

ど
確
認
さ
れ
な
く
な
る
。
以
降
は
、
一
部
の
離
散
し
た
ユ
ダ
ヤ
人

が
ガ
リ
ラ
ヤ
地
方
な
ど
で
ロ
ク
リ
墓
を
利
用
す
る
の
み
と
な
っ（
た
）
9

。

　

こ
の
よ
う
に
第
二
神
殿
時
代
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
埋
葬
は
、

歴
史
的
背
景
と
密
接
に
関
係
し
な
が
ら
移
り
変
わ
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
同
時
に
、
第
二
神
殿
時
代
以
前
の
鉄
器
時
代
Ⅱ
期
の

埋
葬
習
慣
が
バ
ビ
ロ
ニ
ア
捕
囚
以
後
も
継
続
し
、
埋
葬
の
形
成
の

一
端
を
担
っ
て
い
る
。
次
章
か
ら
は
、
こ
れ
ら
両
時
代
に
お
け
る

埋
葬
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
を
整
理
す
る
。

三
．
鉄
器
時
代
Ⅱ
期
の
埋
葬
に
関
す
る
研
究

　

鉄
器
時
代
の
埋
葬
に
関
す
る
研
究
は
、
当
初
は
発
掘
調
査
の
報

告
に
留
ま
っ
て
お
り
、
膨
大
な
報
告
が
散
乱
し
て
い
る
状
況
で
あ

四
一
〇
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一
四
一　
（
四
一
一

っ
た
。
こ
れ
を
体
系
的
に
ま
と
め
た
も
の
が
ブ
ロ
ッ
ク
・
ス
ミ
ス

の
研
究
（Bloch-Sm

ith 1992

）
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
初
め

て
鉄
器
時
代
に
お
け
る
埋
葬
の
全
体
像
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
統
一
王
国
時
代
は
、
前
時
代
の
シ
ャ
フ
ト
墓
が

衰
退
し
、
統
一
王
国
南
部
に
ベ
ン
チ
墓
が
出
現
し
た
。
こ
の
ベ
ン

チ
墓
は
ブ
ロ
ッ
ク
・
ス
ミ
ス
に
よ
っ
て
、（
1
）
不
定
形
の
埋
葬（
室
）
10

に
壁
龕
が
設
け
ら
れ
る
タ
イ
プ
と
（
2
）
方
形
の
埋
葬
室
の
入
口

か
ら
床
面
に
ピ
ッ
ト
が
掘
り
込
ま
れ
、
入
口
を
除
い
た
三
方
向
に

棚
が
形
成
さ
れ
る
タ
イ
プ
に
大
別
さ
れ
た
。
ベ
ン
チ
墓
は
北
部
へ

と
広
が
っ
た
が
、
分
裂
王
国
時
代
に
な
る
と
、
分
布
が
再
び
南
ユ

ダ
王
国
に
集
中
し
、（
1
）
よ
り
も
（
2
）
が
主
に
利
用
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
定
形
化
が
進
ん
だ
。
一
方
、
分
裂
王
国
時
代
の
北

王
国
で
は
、
ベ
ン
チ
墓
以
外
の
人
形
棺
や
バ
ス
タ
ブ
棺
な
ど
の
埋

葬
習
慣
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ（
た
）
11

。
こ
れ
は
、「
鉄
器
時
代

Ⅱ
期
に
多
様
な
埋
葬
の
タ
イ
プ
が
存
在
す
る
の
は
、
聖
書
な
ど
の

文
献
資
料
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
異
な
る
文
化
集
団
に
よ
る
も
の
で

あ
る
（Bloch-Sm

ith 1992,  55

）」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

ギ
レ
ア
ド
地
方
に
積
極
的
に
領
土
を
広
げ
よ
う
と
し
て
い
た
ア
ラ

ム
や
沿
岸
部
の
フ
ェ
ニ
キ
ア
に
接
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
鉄
器
時
代
Ⅱ
期
の
墓
の
形
態
や
分
布
に
は
差
が
あ

っ
た
が
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
埋
葬
方
法
に
は
こ
の
時
期
を
通
し
て

一
貫
し
た
要
素
が
あ
る
。
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
の
墓
で
集
骨
と
呼
ば

れ
る
再
埋
葬
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
集
骨
は
、
遺
体
を

棚
部
分
に
安
置
し
て
一
次
埋
葬
を
行
い
、
遺
体
を
白
骨
化
さ
せ
て

そ
の
骨
を
集
め
る
埋
葬
方
法
で
あ
る
（
図
1
参
照
）。
集
骨
は
個

人
を
区
別
し
な
い
た
め
、
複
数
人
の
遺
骨
が
同
じ
納
骨
場
所
に
ま

と
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ベ
ン
チ
墓
は
家
族

墓
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
再
埋
葬
、
ま
た
は
一
度
埋
葬
し
た
遺

骨
に
対
す
る
再
接
触
は
、
こ
の
地
方
で
は
青
銅
器
時
代
か
ら
確
認

さ
れ
て
い
る
が
、
ベ
ン
チ
墓
に
お
け
る
顕
著
な
特
徴
と
し
て
、
骨

を
保
護
す
る
た
め
の
リ
ポ
ジ
ト
リ
（
貯
蔵
穴
）
の
採
用
が
挙
げ
ら

れ
る
（M

eyers 1970,  10

）。
青
銅
器
時
代
の
竪
坑
墓
で
あ
る
シ

ャ
フ
ト
墓
で
は
、
埋
葬
室
の
床
面
に
遺
骨
が
直
接
置
か
れ
て
い
た

が
、
ベ
ン
チ
墓
で
は
遺
骨
の
多
く
は
リ
ポ
ジ
ト
リ
に
集
め
ら
れ
て

納
骨
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
納
骨
空
間
を
採
用
し
た
こ
と
も
あ
り
、

メ
イ
ヤ
ー
ズ
は
、
こ
れ
ま
で
の
再
埋
葬
と
は
異
な
り
、
鉄
器
時
代

で
は
一
次
埋
葬
、
二
次
埋
葬
を
同
時
に
同
じ
墓
室
内
で
行
う
よ
う

に
な
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
（M

eyers 1970,  11

）。

　

ブ
ロ
ッ
ク
・
ス
ミ
ス
ら
の
見
解
は
、
そ
の
後
の
研
究
・
発
掘
調

査
報
告
に
お
い
て
広
く
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
周
辺
地
域

の
影
響
を
受
け
た
様
々
な
墓
が
確
認
さ
れ
る
中
で
、
な
ぜ
定
形
的

で
一
貫
性
を
持
つ
ベ
ン
チ
墓
が
主
流
に
な
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
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明
確
な
結
論
が
得
ら
れ
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
〇
年
代
に

な
る
と
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
と
ブ
ニ
モ
ビ
ッ
ツ
は
当
時
の
人
口
の
増
加

と
住
居
形
態
か
ら
こ
の
点
を
解
釈
し
た
。
鉄
器
時
代
Ⅱ
期
に
南
ユ

ダ
王
国
の
人
口
が
増
加
し
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
り
、
核
家
族

に
利
用
さ
れ
て
い
た
二
部
屋
式
住
居
・
三
部
屋
式
住
居
よ
り
も
、

拡
大
家
族
に
利
用
さ
れ
て
い
た
四
部
屋
式
住
居
が
増
加
し
て
い
る

（Faust 2003

）。
こ
の
人
口
の
増
加
と
ベ
ン
チ
墓
の
増
加
の
時
期

は
一
致
し
て
い
る
た
め
、
人
形
棺
な
ど
個
人
の
墓
で
は
な
く
家
族

墓
で
あ
り
、
集
骨
に
よ
っ
て
多
人
数
を
埋
葬
で
き
る
ベ
ン
チ
墓
が

普
及
し
た
と
主
張
し
た
。

　

ベ
ン
チ
墓
の
中
で
も
定
形
的
な
も
の
が
主
と
な
っ
た
点
に
つ
い

て
は
、
四
部
屋
式
住
居
と
の
類
似
を
指
摘
し
て
い
る
。
ベ
ン
チ
墓

は
、
平
面
形
態
だ
け
で
な
く
、
ア
ク
セ
ス
方
法
も
四
部
屋
式
住
居

と
一
致
し
て
お
り
、
両
者
と
も
入
口
を
入
っ
て
す
ぐ
の
空
間
を
通

ら
な
け
れ
ば
、
他
の
三
つ
の
空
間
に
は
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
は
で

き
な
い 

（
図
2
参
照
）。
四
部
屋
式
住
居
は
拡
大
家
族
の
象
徴
で

あ
り
、
同
時
に
家
族
（
一
族
）
の
存
続
と
い
う
意
味
も
持
っ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
ベ
ン
チ
墓
が
四
部
屋
式
住
居
を
模
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
、
墓
が
死
後
の
家
と
し
て
機
能
し
、
死
後
も
家
族
が

共
に
生
前
と
同
じ
よ
う
に
生
活
す
る
と
い
う
ユ
ダ
ヤ
人
の
死
後
観

を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き（
る
）
12

。
フ
ァ
ウ
ス
ト
と
ブ
ニ

モ
ビ
ッ
ツ
は
、
特
定
の
死
後
観
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
明
確
な
意

図
を
持
っ
て
、
ベ
ン
チ
墓
は
四
部
屋
式
住
居
を
模
し
た
形
態
へ
と

定
型
化
し
た
と
主
張
し
て
い
る
（Faust and Bunim

obitz 
2008,  161-162

）。
オ
ス
ボ
ー
ン
も
同
様
に
述
べ
て
お
り
（O

s-
borne 2011

）、
ベ
ン
チ
墓
が
家
族
を
表
し
て
い
る
の
に
対
し
、

複
数
の
埋
葬
室
を
持
つ
大
規
模
な（
墓
）
13

は
、
よ
り
大
き
な
一
族
を
表

し
て
い
る
と
指
摘
し
た
。

　

近
年
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
・
ス
ミ
ス
の
指
摘
し
た
定
形
と
不
定
形
の

ベ
ン
チ
墓
を
明
確
に
区
別
し
、
編
年
を
組
み
な
お
す
研
究
が
進
ん

で
い
る
。
イ
ェ
ゼ
ル
ス
キ
と
ハ
ゼ
リ
ム
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
・
ス
ミ
ス

が
同
一
の
ベ
ン
チ
墓
と
し
て
扱
っ
た
タ
イ
プ
の
墓
を
、
不
定
形
の

母
室
に
壁
龕
が
掘
り
込
ま
れ
る
タ
イ
プ
の
棚
型
壁
龕
墓

（benched-niche tom
bs

）
と
方
形
で
ピ
ッ
ト
を
持
つ
タ
イ
プ
の

ベ
ン
チ
墓
（bench tom

bs

）
と
区
別
し
た
（Y

ezerski and 
H
azerim

 2013,  54-57

）。
し
か
し
、
新
規
の
資
料
を
加
え
た
結

果
は
、
基
本
的
に
ブ
ロ
ッ
ク
・
ス
ミ
ス
の
編
年
と
同
様
で
あ
り
、

か
え
っ
て
そ
の
編
年
に
妥
当
性
が
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
ま
た
、
ブ
ロ
ッ
ク
・
ス
ミ
ス
、
イ
ェ
ゼ
ル
ス
キ
と
ハ
ゼ

リ
ム
の
編
年
は
、
共
に
分
裂
王
国
時
代
に
ベ
ン
チ
墓
の
形
態
が
確

立
す
る
と
、
後
の
変
化
は
複
数
の
埋
葬
室
を
持
つ
よ
う
に
な
る
こ

と
の
み
で
あ
り
、
個
々
の
ベ
ン
チ
墓
は
変
化
し
て
い
な
い
こ
と
を

四
一
二
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示
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ベ
ン
チ
墓
は
華

美
な
装
飾
も
な
く
、
副
葬
品
も
日

用
品
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
鉄

器
時
代
当
時
の
人
々
の
死
生
観
に

迫
る
こ
と
が
で
き
る
物
的
証
拠
と

し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、

ベ
ン
チ
墓
の
形
態
は
当
時
の
死
生

観
を
考
え
る
上
で
重
要
な
要
素
で

あ
り
、
他
の
時
代
の
研
究
と
比
較

し
て
編
年
研
究
が
進
ん
で
い
る
。

し
か
し
、
ベ
ン
チ
墓
は
明
確
に
中

流
・
上
流
階
級
の
家
族
に
利
用
さ

れ
て
い
た
墓
で
あ
り
（Bloch-

Sm
ith 1992,  49; F

aust and 
Bunim

obitz 2008,  152

）、
貧
困

層
な
ど
の
当
時
の
全
て
の
人
々
の

埋
葬
を
示
す
も
の
で
な
い
こ
と
は

留
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

都
市
部
の
貧
困
層
の
大
多
数
は
、

お
そ
ら
く
簡
素
な
土
葬
に
よ
っ
て

四
一
三

図 2　ベンチ墓（左）と四部屋式住居（右）の平面図（Kloner 2001-2002, 105; Feig 2016, 6 改変）

図 1　ベンチ墓の形態及び埋葬方法
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死
者
を
埋
葬
し
て
お
り
、
そ
れ
は
後
述
の
ロ
ク
リ
墓
に
お
い
て
も

同
様
で
あ
る
。

四
．
ロ
ク
リ
墓
に
関
す
る
研
究
史

　

ロ
ク
リ
墓
の
研
究
も
ベ
ン
チ
墓
と
同
様
に
、
当
初
は
発
掘
調
査

の
報
告
に
留
ま
っ
て
い
た
が
、
調
査
の
成
果
が
蓄
積
し
た
一
九
五

〇
年
代
後
半
か
ら
様
々
な
研
究
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ロ

ク
リ
墓
は
、
当
時
の
口
伝
律
法
に
お
け
る
埋
葬
規
定
に
従
っ
て
造

営
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
被
葬
者
の
名
前
、
身
分
、
親
族
関
係
が
分

か
る
銘
文
が
あ
る
こ
と
、
ギ
リ
シ
ャ
建
築
の
影
響
を
受
け
た
建
築

装
飾
が
あ
る
こ
と
、
埋
葬
方
法
が
複
数
確
認
さ
れ
る
こ
と
な
ど
か

ら
、
そ
の
研
究
も
ベ
ン
チ
墓
と
比
較
す
る
と
多
岐
に
渡
り
、
文
献

資
料
の
比
重
が
大
き
い
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
文
献
資
料
の
研
究

成
果
に
も
触
れ
つ
つ
、
主
と
し
て
考
古
学
的
研
究
の
成
果
に
つ
い

て
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
に
区
分
し
て
記
す
。

（
一
）
埋
葬
方
法

　

ロ
ク
リ
墓
の
埋
葬
方
法
に
つ
い
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
特
有
の
再
埋

葬
に
つ
い
て
言
及
す
る
研
究
は
あ
っ
た
が
（M

eyers 1970

）、

そ
の
様
相
は
不
明
瞭
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
体
系
的
に
述
べ
た
の
は

ハ
ク
リ
リ
と
キ
ル
ブ
ル
ー
が
初
め
て
で
あ
り
、
エ
リ
コ
の
発
掘
調

査
報
告
の
中
で
エ
ル
サ
レ
ム
を
含
め
た
二
都
市
の
ロ
ク
リ
墓
の
埋

葬
方
法
に
つ
い
て
三
つ
に
分
類
し
た
（H

achlili and K
illebrew

 
1999,  167-171

）（
図
3
参
照
）。

　

一
つ
目
は
、
木
棺
（
図
4
参
照
）
を
用
い
る
埋
葬
で
あ
り
、
こ

の
埋
葬
方
法
は
、
ロ
ク
リ
墓
に
関
し
て
は
エ
リ
コ
で
の
み
確
認
さ

れ
て
い
る
。
木
棺
の
中
に
は
個
人
も
し
く
は
個
人
と
近
親
者
の
遺

体
が
入
れ
ら
れ
、
墓
の
棚
部
分
や
ロ
ク
リ
に
安
置
さ
れ
る
。
前
時

代
の
集
骨
と
は
異
な
り
、
安
置
さ
れ
た
木
棺
は
移
動
さ
れ
ず
、
そ

の
中
の
遺
骨
も
再
埋
葬
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ハ
ク
リ
リ
と
キ
ル

ブ
ル
ー
は
、
エ
リ
コ
と
エ
ル
サ
レ
ム
の
気
候
の
違
い
か
ら
エ
ル
サ

レ
ム
で
は
木
棺
が
残
存
し
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
り
、
エ
ル
サ
レ
ム

に
も
同
様
の
タ
イ
プ
設
定
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、

木
棺
を
留
め
る
釘
や
木
棺
の
残
滓
が
状
態
の
良
い
墓
で
あ
っ
て
も

一
例
も
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
エ
ル
サ
レ
ム
で
は
木
棺

に
よ
る
埋
葬
は
利
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（K
loner and Zissu 2007,  103-1

）
14
（06

）。
木
棺
は
、
エ
リ
コ
以
外

に
ク
ム
ラ
ン
（V

aux 1956; H
um

bert and Cham
bon 1994

）

や
エ
ン
・
ゲ
デ
ィ
（H

adas 1994

）
に
お
い
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
墓
地
は
、
エ
リ
コ
や
エ
ル
サ
レ
ム
と
は
異
な

り
、
竪
坑
墓
や
簡
素
な
横
穴
墓
を
利
用
し
て
い
る
墓
地
で
あ
り
、

埋
葬
習
慣
も
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
木
棺
文
化
に
つ
い
て
は
、

四
一
四
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図 3　ロクリ墓の埋葬方法モデル
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図 4　木棺、エリコ、 coffin 78（Hachlili and Killebrew 1999: 72）

図 5　オシュアリ（イスラエル博物館所蔵）
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宗
派
の
違（
い
）
15

な
ど
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
木
棺

を
利
用
す
る
要
因
や
意
味
合
い
に
つ
い
て
は
明
確
に
な
っ
て
い
な

い
（H

achlili 2005,  462-472

）。

　

二
つ
目
は
、
鉄
器
時
代
の
ベ
ン
チ
墓
と
同
様
の
集
骨
で
あ
る
。

埋
葬
の
手
順
及
び
方
法
は
同
様
で
あ
る
が
、
異
な
る
点
と
し
て
、

埋
葬
さ
れ
る
場
所
が
多
岐
に
渡
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ベ
ン
チ

墓
に
お
け
る
一
次
埋
葬
の
場
所
は
棚
部
分
で
あ（
り
）
16

、
再
埋
葬
の
場

所
は
リ
ポ
ジ
ト
リ
か
ピ
ッ
ト
で
あ
っ
た
が
、
ロ
ク
リ
墓
で
は
一
次

埋
葬
の
場
所
は
棚
部
分
ま
た
は
ロ
ク
リ
で
あ
り
、
再
埋
葬
の
場
所

は
棚
部
分
、
埋
葬
室
の
四
隅
、
ピ
ッ
ト
、
ロ
ク
リ
と
多
岐
に
渡
る
。

集
骨
は
前
一
世
紀
末
に
な
る
ま
で
、
ロ
ク
リ
墓
の
主
な
埋
葬
方
法

と
し
て
各
遺
跡
で
用
い
ら
れ
、
前
一
世
紀
末
に
後
述
す
る
オ
シ
ュ

ア
リ
が
出
現
し
た
後
も
、
オ
シ
ュ
ア
リ
と
併
用
し
て
利
用
さ
れ
て

い
た
。
ま
た
、
オ
シ
ュ
ア
リ
を
用
い
る
埋
葬
も
同
様
に
再
埋
葬
で

あ
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
い
て
は
青
銅
器
時
代
か
ら
第
二
神
殿
時

代
に
至
る
ま
で
の
長
期
間
、
再
埋
葬
が
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
こ

と
に
な
る
。

　

三
つ
目
は
オ
シ
ュ
ア
リ
（
図
5
参
照
）
を
用
い
る
埋
葬
方
法
で

あ
る
。
オ
シ
ュ
ア
リ
は
、
木
棺
や
サ
ル
コ
フ
ァ
ガ
ス
（
石
棺
）
の

よ
う
に
遺
体
を
そ
の
ま
ま
安
置
で
き
る
大
き
さ
の
棺
で
は
な
く
、

人
間
の
大
腿
骨
ほ
ど
の
大
き
さ
の
小
型
の
石
棺
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
オ
シ
ュ
ア
リ
に
納
骨
す
る
た
め
に
は
必
ず
再
埋
葬
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
埋
葬
方
法
は
遺
体
を
白
骨
化
さ
せ
る
ま
で
は

集
骨
と
同
様
で
あ
る
が
、
そ
の
骨
を
集
め
オ
シ
ュ
ア
リ
に
納
骨
す

る
。
集
骨
と
異
な
る
点
と
し
て
、
複
数
人
の
遺
骨
を
集
め
再
埋
葬

を
行
う
の
で
は
な
く
、
個
人
も
し
く
は
個
人
と
近
親
者
の
骨
を
オ

シ
ュ
ア
リ
に
納
骨
す
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
オ
シ
ュ

ア
リ
に
は
被
葬
者
の
名
前
や
職
業
、
血
縁
関
係
な
ど
が
彫
ら
れ
る

場
合
も
あ
る
。
集
骨
の
埋
葬
方
法
か
ら
、
ロ
ク
リ
墓
も
家
族
墓
と

し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
オ
シ
ュ
ア
リ
の
銘
文
に
よ
っ
て
被
葬

者
に
明
確
な
血
縁
関
係
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
オ
シ
ュ

ア
リ
は
前
一
世
紀
末
に
出
現
し
た
新
し
い
埋
葬
方
法
で
あ
り
、
ロ

ク
リ
墓
の
利
用
が
激
減
す
る
七
〇
年
ま
で
最
も
多
く
利
用
さ
れ
る

方
法
と
な
る
。

　

ハ
ク
リ
リ
と
キ
ル
ブ
ル
ー
は
、
こ
れ
ら
の
埋
葬
方
法
が
エ
リ
コ

に
お
い
て
は
、
個
々
の
墓
の
年
代
関
係
、
切
り
あ
い
関
係
か
ら
木

棺
か
ら
集
骨
、
オ
シ
ュ
ア
リ
の
順
に
変
化
し
て
い
く
こ
と
を
指
摘

し
、
こ
れ
が
エ
ル
サ
レ
ム
の
墓
に
も
適
用
で
き
る
と
述
べ
た
。
こ

の
見
解
は
、
後
の
ハ
ク
リ
リ
の
研
究
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
る
が
、

エ
ル
サ
レ
ム
の
墓
の
分
類
（H

achlili 2005,  450-457

）
で
は
、

一
つ
目
を
伸
展
葬
で
あ
る
タ
イ
プ
Ⅰ
に
変
更
し
て
い
る

（H
achlili 2005,  450-451

）。
確
か
に
ロ
ク
リ
墓
に
お
い
て
伸
展

四
一
七
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葬
は
確
認
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
基
本
的
に
集
骨
に
伴
う
一
次
埋

葬
で
あ
り
、
伸
展
葬
の
み
が
確
認
さ
れ
る
墓
は
エ
ル
サ
レ
ム
で
は

ほ
と
ん
ど
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
ク
ロ
ナ
ー
と
ジ
ス

は
、
エ
ル
サ
レ
ム
で
は
ベ
ン
チ
墓
の
集
骨
が
初
期
の
ロ
ク
リ
墓
に

お
い
て
継
続
し
て
い
た
と
指
摘
し
た
（K

loner and Zissu 
2007,  106-107

）。
エ
リ
コ
で
は
木
棺
の
み
を
利
用
し
て
い
る
墓

が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
踏
ま
え
る
と
、
エ
リ
コ
と
エ
ル
サ
レ

ム
に
お
い
て
異
な
る
埋
葬
習
慣
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

ま
た
、
新
し
い
埋
葬
方
法
で
あ
る
オ
シ
ュ
ア
リ
に
関
し
て
は
、

ハ
ク
リ
リ
と
キ
ル
ブ
ル
ー
以
前
か
ら
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
特

に
そ
の
起
源
に
つ
い
て
、
オ
シ
ュ
ア
リ
の
集
成
を
行
っ
た
ラ
フ
マ

ニ
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
特
有
の
埋
葬
方
法
で
あ
り
、
明
確
な
起
源
は
明

ら
か
で
な
い
と
指
摘
し
た
（Rahm

ani 1994,  56-59
）。
オ
シ
ュ

ア
リ
と
類
似
し
た
石
棺
は
イ
ラ
ン
や
ロ
ー
マ
帝
国
で
確
認
さ
れ
て

い
る
が
、
い
ず
れ
も
火
葬
し
た
骨
の
骨
壺
と
し
て
の
利
用
で
あ
り
、

ユ
ダ
ヤ
人
の
再
埋
葬
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
小
型
石
棺
と
い
う
形

態
面
で
周
辺
地
域
か
ら
影
響
を
受
け
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
そ
の

使
用
方
法
は
ユ
ダ
ヤ
人
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
オ
シ
ュ
ア
リ
は
エ

ル
サ
レ
ム
で
出
現
し
て
地
域
全
体
に
広
が
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
と
ラ
フ
マ
ニ
は
述
べ
て
い
る
（Rahm

ani 1994,  56-59

）。

　

オ
シ
ュ
ア
リ
の
出
現
と
そ
の
拡
散
に
つ
い
て
は
、
復
活
信
仰
と

の
関
わ
り
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
（Rahm

ani 1994,  53-55; 
H
achlili 2005,  527

）。
こ
の
復
活
と
は
肉
体
的
な
復
活
の
こ
と

で
あ
り
、
へ
ブ
ル
語
聖
書
中
に
も
肉
体
の
復
活
に
つ
い
て
の
記
載

が
存
在
す（
る
）
17

。
家
族
の
骨
を
個
人
が
識
別
で
き
な
い
ほ
ど
混
ぜ
る

集
骨
と
は
異
な
り
、
他
人
と
遺
骨
が
混
じ
る
こ
と
な
く
納
骨
さ
れ

る
オ
シ
ュ
ア
リ
は
肉
体
の
復
活
に
適
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ

る
が
、
ク
ロ
ナ
ー
と
ジ
ス
は
こ
の
見
解
を
否
定
し
て
い
る
。
当
時

の
ユ
ダ
ヤ
教
は
そ
の
思
想
に
よ
っ
て
分
派
が
生
じ
て
い
た
が
、
復

活
を
信
じ
る
フ
ァ
リ
サ
イ
派
だ
け
で
な
く
、
否
定
す
る
サ
ド
カ
イ

派
も
積
極
的
に
オ
シ
ュ
ア
リ
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
、
銘
文
か

ら
分
か
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ク
ロ
ナ
ー
と

ジ
ス
は
、
オ
シ
ュ
ア
リ
が
必
ず
し
も
復
活
信
仰
と
結
び
つ
く
わ
け

で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
家
族
埋
葬
の
中
で
個
人
を
重
視
し
、
表
象

す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
（K

loner and 
Zissu 2007,  116-119

）。

　

こ
の
よ
う
に
埋
葬
方
法
に
つ
い
て
は
様
々
な
研
究
が
行
わ
れ
て

い
る
が
、
埋
葬
の
手
順
や
そ
の
位
置
な
ど
、
判
明
し
て
い
な
い
部

分
も
多
い
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
墓
は
基
本
的
に
盗
掘
の
被
害
を
受
け

て
お
り
、
当
時
の
遺
骨
・
副
葬
品
の
位
置
が
保
た
れ
て
い
な
い
場

合
も
多
く
、
墓
の
状
態
は
非
常
に
悪
い
。
ま
た
、
そ
れ
に
加
え
て

二
〇
〇
〇
年
代
以
前
の
調
査
の
精
度
が
良
好
で
は
な
い
た
め
、
遺
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骨
・
遺
物
の
出
土
位
置
が
分
か
ら
ず
、
そ
の
位
置
的
・
時
期
的
関

係
を
把
握
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
も
一
因
で
あ
る
。
埋
葬

方
法
に
つ
い
て
研
究
す
る
際
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
慮
す
る
必

要
が
あ
る
。

（
二
）
墓
の
形
態

　

ロ
ク
リ
墓
の
形
態
に
関
す
る
研
究
は
、
フ
ァ
サ
ー（
ド
）
18

に
関
す
る

研
究
を
中
心
に
始
ま
っ
た
。
ベ
ン
チ
墓
に
は
墓
の
入
口
部
分
に
建

築
装
飾
を
伴
う
フ
ァ
サ
ー
ド
が
存
在
せ
ず
、
通
常
岩
壁
に
簡
素
な

入
口
を
設
け
る
の
み
で
あ
る
が
、
ロ
ク
リ
墓
に
は
ギ
リ
シ
ャ
建
築

の
影
響
を
受
け
た
フ
ァ
サ
ー
ド
が
存
在
す
る
場
合
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
、
当
初
は
フ
ァ
サ
ー
ド
に
関
す
る
所
見
を
述
べ
る

の
み
で
あ（
り
）
19

、
体
系
的
に
研
究
は
行
わ
れ
ず
、
墓
の
内
部
形
態
な

ど
に
言
及
す
る
研
究
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
ロ
ク
リ
墓

の
全
体
的
な
構
造
に
関
す
る
研
究
が
盛
ん
に
な
り
、
そ
の
成
果
が

ま
と
め
ら
れ
始
め
た
の
は
一
九
八
〇
年
代
後
半
に
入
っ
て
か
ら
で

あ
る
。
ロ
ク
リ
墓
の
形
態
に
関
す
る
研
究
は
、
ロ
ク
リ
、
フ
ァ

サ
ー
ド
、
埋
葬
室
の
三
つ
に
大
別
さ
れ
る
。

　

ま
ず
、
ロ
ク
リ
の
形
態
に
つ
い
て
は
、
そ
の
寸
法
に
つ
い
て
、

多
く
の
研
究
者
が
言
及
し
て
い
る
。
ロ
ク
リ
を
含
め
た
ロ
ク
リ
墓

の
寸
法
や
製
作
方
法
な
ど
は
ミ
シ
ュ
ナ
ー
の
埋
葬
規（
定
）
20

に
記
載
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
数
値
と
実
際
の
ロ
ク
リ
墓
の
寸
法
を
比
較
す
る

研
究
が
行
わ
れ
て
き（
た
）
21

。
し
か
し
、
第
二
神
殿
時
代
の
一
定
で
な

い
尺
度
や
掘
り
方
の
違
い
な
ど
か
ら
確
た
る
結
論
は
得
ら
れ
て
い

な
い
。
二
〇
〇
〇
年
代
に
な
る
と
、
ク
ロ
ナ
ー
と
ジ
ス
は
、
二
〇

〇
七
年
時
点
で
の
エ
ル
サ
レ
ム
の
全
て
の
ロ
ク
リ
墓
の
デ
ー
タ
を

集
成
し
、
そ
の
デ
ー
タ
を
元
に
ロ
ク
リ
の
形
態
及
び
機
能
に
つ
い

て
考
察
し
た
（K

loner and Zissu 2007,  61-68

）。
そ
れ
に
よ

っ
て
、
エ
ル
サ
レ
ム
の
ロ
ク
リ
は
、
①
通
常
の
ロ
ク
リ
（ordi-

nary kokhim

）、
②
幅
が
広
い
ロ
ク
リ
（broad kokhim

）、
③

二
人
用
の
ロ
ク
リ
（double kokhim

）、
④
二
階
層
の
ロ
ク
リ

（T
w
o-story kokhim

）、
⑤
二
倍
の
長
さ
の
ロ
ク
リ
（D

ou-
ble-Length kokhim

）、
⑥
二
階
層
に
配
置
さ
れ
た
ロ
ク
リ

（K
okhim

 arranged in stories

）、
⑦
収
集
用
の
ロ
ク
リ
（Col-

lection kokhim

）
の
七
つ
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
た
。

　

①
に
つ
い
て
は
、
先
述
の
ミ
シ
ュ
ナ
ー
に
記
載
さ
れ
て
い
る
寸

法
と
近
似
し
て
い
る
ロ
ク
リ
で
あ
る
。
そ
の
寸
法
は
、
一
般
的
に

長
さ
は
約
二
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
約
七
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
幅
約

五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
タ
イ
プ
は
入

口
の
幅
と
内
部
の
幅
が
等
し
く
、
特
徴
的
な
構
造
も
見
ら
れ
な
い
。

②
は
、
入
口
の
幅
は
①
と
同
様
で
あ
る
が
、
内
部
の
幅
が
そ
れ
よ

り
も
大
き
い
タ
イ
プ
で
あ
る
。
そ
の
機
能
と
し
て
は
、
①
よ
り
も
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図 6　ロクリタイプの例
②（Sukenik 1947, 353）
③（Kloner and Zissu 2007, 687）
④（Tzaferis 1970, 21）
⑤（Kloner and Zissu 2007, 560）
⑥（Kloner and Zissu 2007, 770）
⑦（Kloner 1980, 100）
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集
骨
の
納
骨
場
所
や
オ
シ
ュ
ア
リ
の
貯
蔵
場
所
と
し
て
の
役
割
が

強
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
③
は
②
の
派
生
形
で
あ
り
、
②
の
中

心
に
溝
が
掘
り
込
ま
れ
、
区
分
け
が
さ
れ
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。
③

の
機
能
は
②
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
こ
の
中
心
の
仕
切
り
に
よ
っ

て
同
時
に
二
人
を
一
次
埋
葬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
二
人

の
親
族
を
同
時
に
埋
葬
す
る
際
に
利
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
④
は
二
層
の
空
間
が
作
ら
れ
る
ロ
ク
リ
で
あ
り
、
ロ
ク

リ
の
床
面
が
掘
り
下
げ
ら
れ
て
下
層
に
も
う
一
つ
空
間
が
形
成
さ

れ
る
。
下
層
に
は
壁
面
に
ふ
ち
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
上
に
石
板
が

置
か
れ
上
層
の
空
間
が
作
ら
れ
る
。
こ
の
石
板
が
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
上
層
に
も
う
一
人
分
遺
体
を
安
置
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
が
、
実
際
に
石
板
の
上
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
例
は
エ
ル
サ
レ
ム

に
は
存
在
し
な
い
。
そ
の
た
め
、
二
層
構
造
を
も
つ
が
実
際
に
埋

葬
に
利
用
さ
れ
て
い
る
の
は
下
層
の
み
で
あ
る
。
⑤
は
、
ロ
ク
リ

が
二
つ
繋
が
っ
て
い
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。
そ
の
機
能
に
つ
い
て
は

明
確
で
な
い
が
、
単
純
に
限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
の
中
で
の
埋
葬
空

間
の
拡
張
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
⑥
は
、
母
室
の
壁
面
の

上
下
に
ロ
ク
リ
が
配
置
さ
れ
る
タ
イ
プ
で
あ
る
。
こ
れ
も
⑤
同
様

に
埋
葬
空
間
の
拡
張
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
⑦
は
、
小
型

の
ロ
ク
リ
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
ロ
ク
リ
と
は
異
な
り
一
メ
ー
ト

ル
以
下
の
長
さ
の
ロ
ク
リ
で
あ
る
。
そ
の
大
き
さ
か
ら
一
次
埋
葬

に
利
用
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
集
骨
の
納
骨
場
所
や
オ
シ

ュ
ア
リ
の
貯
蔵
場
所
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
。
ク
ロ
ナ
ー
と
ジ

ス
は
、
こ
れ
ら
の
中
で
も
タ
イ
プ
①
と
②
が
最
も
一
般
的
で
あ
り
、

そ
れ
以
外
の
タ
イ
プ
は
数
が
少
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
先
述
の

よ
う
に
、
ロ
ク
リ
の
寸
法
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
者
が
議
論
し

て
い
る
が
、
ロ
ク
リ
の
形
態
に
つ
い
て
研
究
を
行
っ
て
い
る
の
は

ク
ロ
ナ
ー
と
ジ
ス
の
み
で
あ
る
。

　

フ
ァ
サ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
先
述
の
よ
う
に
個
々
の
墓
の
フ
ァ

サ
ー
ド
に
関
す
る
言
及
は
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
な
る
と

ハ
ク
リ
リ
に
よ
っ
て
、
柱
や
ペ
デ
ィ
メ
ン
ト
な
ど
の
建
築
装
飾
か

ら
分
類
が
行
わ
れ
た
（H

achlili 2005,  43-54

）。
し
か
し
、
そ

の
対
象
が
限
定
的
で
あ
っ
た
た
め
、
分
類
項
目
に
当
て
は
ま
ら
な

い
フ
ァ
サ
ー
ド
も
存
在
し
た
。
そ
の
た
め
、
後
に
ク
ロ
ナ
ー
と
ジ

ス
に
よ
っ
て
新
た
に
フ
ァ
サ
ー
ド
の
分
類
が
行
わ
れ
た
（K

loner 
and Zissu 2007,  61-69

）。
ク
ロ
ナ
ー
と
ジ
ス
も
建
築
装
飾
か

ら
分
類
を
行
っ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
細
か
い
装
飾
の
項
目
を
設
け

て
い
た
。
具
体
的
な
項
目
は
本
稿
で
は
割
愛
す
る
が
、
ロ
ク
リ
墓

の
フ
ァ
サ
ー
ド
は
、
ベ
ン
チ
墓
と
同
様
の
簡
素
な
装
飾
の
な
い
タ

イ
プ
と
ギ
リ
シ
ャ
建
築
要
素
を
取
り
入
れ
た
タ
イ
プ
（
図
7
参

照
）
に
大
別
さ
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
後
者
は
、
そ
の
建
築
様

式
に
よ
っ
て
様
々
な
タ
イ
プ
に
細
分
さ
れ
る
が
、
各
タ
イ
プ
の
数

四
二
一
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図 7　ギリシャ建築様式のファサード
（エルサレム、サンヘドリンの墓）



第
二
神
殿
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
人
埋
葬
に
関
す
る
考
古
学
的
研
究
の
課
題

）

一
五
三　
（

は
そ
れ
ぞ
れ
数
例
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ア
建
築
様
式
の
フ
ァ
サ
ー
ド

を
有
す
る
ロ
ク
リ
墓
は
少
な
い
と
い
え
る
。
ロ
ク
リ
墓
は
身
分
の

高
い
層
に
利
用
さ
れ
る
墓
で
あ
る
が
、
ギ
リ
シ
ャ
建
築
様
式
の
大

規
模
な
装
飾
を
伴
っ
た
フ
ァ
サ
ー
ド
を
作
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

富
裕
層
の
中
で
も
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

こ
の
フ
ァ
サ
ー
ド
に
よ
っ
て
墓
の
年
代
決
定
も
試
み
ら
れ
て
い

る
（Forester 1978
）。
し
か
し
、
ド
リ
ス
式
な
ど
の
大
ま
か
な

建
築
様
式
に
よ
る
年
代
決
定
は
可
能
で
あ
る
が
、
細
部
の
装
飾
に

よ
る
年
代
決
定
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
オ
シ
ュ
ア
リ
も

同
様
で
あ
る
が
、
植
物
な
ど
の
装
飾
は
、
第
二
神
殿
時
代
及
び
そ

れ
以
降
の
時
代
に
普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
、
銘
文
な
ど
が
な
け
れ

ば
、
特
定
の
時
期
を
示
す
こ
と
は
難
し
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

ク
ロ
ナ
ー
と
ジ
ス
の
分
類
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
ロ
ク
リ
墓
の

大
半
は
建
築
的
な
構
造
を
持
た
な
い
簡
素
な
フ
ァ
サ
ー
ド
で
あ
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
一
般
的
な
墓
の
年
代
決
定
を
行
う
こ
と
は
困
難
で

あ
る
と
い
え
る
。

　

ロ
ク
リ
と
フ
ァ
サ
ー
ド
と
は
異
な
り
、
埋
葬
室
に
関
し
て
は
そ

の
形
態
に
特
徴
が
な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
た
め
、
埋
葬
室
を
中

心
と
し
た
研
究
は
少
な
い
。
ロ
ク
リ
墓
の
基
本
的
な
形
態
（
図
8

参
照
）
は
、
小
さ
な
入
口
、
方
形
の
埋
葬
室
、
そ
の
壁
面
に
掘
り

込
ま
れ
る
子
室
で
あ
る
ロ
ク
リ
で
あ
り
、
そ
れ
に
加
え
て
、
墓
の

高
さ
が
低
い
場
合
に
は
、
埋
葬
室
に
ピ
ッ
ト
が
掘
り
込
ま
れ
る
と

ハ
ク
リ
リ
は
指
摘
し
て
い
る
（H

achlili 2005,  55-56

）。
埋
葬

室
の
ピ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
墓
が
低
い
場
合
の
作
業
場
所
を
確
保

す
る
機
能
の
他
に
、
墓
に
流
れ
込
む
雨
水
の
排
水
機
能
（K

loner 
and Zissu 2007,  90-91

）、
集
骨
の
た
め
に
遺
体
を
安
置
す
る

機
能
（M

eyers 1971: 9; K
loner and Zissu 2007,  90-91

）

な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
実
例
を
伴
っ
て
い
る
の
は
集
骨
の

た
め
に
遺
体
を
安
置
す
る
機
能
の
み
で
あ
る
。
こ
の
ピ
ッ
ト
を
持

つ
埋
葬
室
は
、
ベ
ン
チ
墓
と
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
ベ
ン

チ
墓
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
近
年
議
論
が
進
ん
で
い
る
（
後
述
参

照
）。

　

先
述
の
三
つ
の
要
素
以
外
に
も
、
ロ
ク
リ
墓
に
は
補
助
的
な
構

造
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
埋
葬
室
に
ピ
ッ
ト
と
は
異
な
る
溝
が

掘
り
込
ま
れ
た
構
造
や
、
ピ
ッ
ト
の
内
部
や
ロ
ク
リ
の
内
部
に
階

段
が
掘
り
込
ま
れ
、
別
の
墓
に
繋
が
る
構
造
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ

ら
は
、
個
々
の
墓
の
状
況
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
る
も
の
で
普
遍
的

に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
一
定
数
確
認
さ
れ
る
構
造
も
あ

る
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
ア
ル
コ
ソ
リ
ア
（
図
9
参
照
）
で
あ
る
。

ア
ル
コ
ソ
リ
ア
は
、
ロ
ク
リ
と
は
異
な
り
、、
横
に
長
い
棚
型
の

壁
龕
で
あ
り
、
そ
の
形
態
か
ら
ア
ー
チ
状
の
ア
ル
コ
ソ
リ
ア
（ar-

cosolia

）
と
方
形
の
ク
ア
ド
ロ
ソ
リ
ア
（quadrosolia

）
に
分

四
二
三
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図 8　ロクリ墓の形態（Kloner and Zissu 2007, 816 に筆者加筆）
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類
さ
れ
る
。

　

ア
ル
コ
ソ
リ
ア
は
、
補
助
的
な
構
造
と
し
て
設
け
ら
れ
る
場
合

と
ア
ル
コ
ソ
リ
ア
墓
と
し
て
独
立
し
て
存
在
す
る
場
合
が
あ
る
。

こ
の
ア
ル
コ
ソ
リ
ア
ま
た
は
ア
ル
コ
ソ
リ
ア
墓
は
、
鉄
器
時
代
か

ら
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
ア
ー
チ
や
方
形
の
掘
り
込
み
が
明
瞭
に

定
形
化
さ
れ
た
の
は
第
二
神
殿
時
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
ロ

ク
リ
墓
が
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
ロ
ク
リ
墓
の
別
の
部
屋

と
し
て
設
け
ら
れ
る
か
、
ロ
ク
リ
墓
の
埋
葬
室
に
補
助
構
造
と
し

て
設
け
ら
れ
る
な
ど
、
ロ
ク
リ
墓
に
付
随
し
て
い
る
場
合
が
多
く

見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ベ
ン
チ
墓
や
ロ
ク
リ
墓
と
比
べ
る
と
、
ア

ル
コ
ソ
リ
ア
が
確
認
さ
れ
る
墓
は
百
基
に
満
た
ず
、
さ
ら
に
明
確

に
年
代
が
判
明
し
て
い
る
墓
に
限
定
す
る
と
、
そ
の
数
は
激
減
す

る
。
一
方
で
、
一
世
紀
に
ユ
ダ
ヤ
人
が
離
散
し
た
後
も
こ
の
構
造

は
利
用
さ
れ
続
け
、
五
世
紀
の
ベ
ト
・
シ
ェ
ア
リ
ム
な
ど
の
巨
大

墓
地
で
ア
ル
コ
ソ
リ
ア
が
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
ユ
ダ
ヤ

人
の
墓
形
態
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

ア
ル
コ
ソ
リ
ア
は
限
定
的
な
利
用
で
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
由

来
や
機
能
に
つ
い
て
は
ベ
ン
チ
墓
、
ロ
ク
リ
墓
と
関
係
す
る
部
分

も
多
く
、
両
者
の
形
態
研
究
の
中
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
ア
ル

コ
ソ
リ
ア
に
は
壁
を
単
に
掘
り
込
む
タ
イ
プ
も
存
在
す
る
が
、
貯

蔵
空
間
（
図
10
参
照
）
を
持
っ
て
い
る
も
の
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。

四
二
五

図 9　アルコソリア、 アケルダマ、 cave1
（Avni and Greenhut 1996, 4）
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そ
の
機
能
と
し
て
は
、
ア
ル
コ
ソ
リ
ア
の
棚
部
分
で
一
次
埋
葬
を

行
い
、
白
骨
化
し
た
後
に
遺
骨
を
集
骨
、
も
し
く
は
オ
シ
ュ
ア
リ

に
納
骨
し
、
下
部
の
貯
蔵
空
間
、
あ
る
い
は
ロ
ク
リ
な
ど
の
別
の

場
所
に
納
骨
・
安
置
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

ベ
ン
チ
墓
と
同
様
に
人
形
の
ヘ
ッ
ド
レ
ス
ト
が
設
け
ら
れ
る
場
合

も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
ア
ル
コ
ソ
リ
ア
は
、
ベ
ン
チ
墓

の
発
展
形
と
し
て
出
現
し
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
研
究
者

も
存
在
す
る
（W

atzinger1935,  70-71; Galling1936,  76-77, 
 86

）。
ベ
ン
チ
墓
の
研
究
者
で
あ
る
ブ
ロ
ッ
ク
・
ス
ミ
ス
も
ベ
ン

チ
墓
と
ア
ル
コ
ソ
リ
ア
墓
の
平
面
形
態
が
類
似
し
て
い
る
と
指
摘

し
て
い
る
（Bloch-Sm

ith 1992:  41

）。

　

し
か
し
、
ク
ロ
ナ
ー
と
ジ
ス
は
こ
れ
ら
の
研
究
者
と
は
異
な
る

見
解
を
示
し
て
い
る
（K

loner &
 Zissu2007,  85-86

）。
ア
ル

コ
ソ
リ
ア
の
棚
部
分
で
一
次
埋
葬
を
行
っ
て
い
た
可
能
性
は
想
定

で
き
る
も
の
の
、
エ
ル
サ
レ
ム
で
は
ア
ル
コ
ソ
リ
ア
の
棚
部
分
で

実
際
に
一
次
埋
葬
を
行
っ
て
い
る
例
は
一
例
も
確
認
さ
れ
て
い
な

い
。
こ
れ
は
ヘ
ッ
ド
レ
ス
ト
が
あ
る
ア
ル
コ
ソ
リ
ア
で
も
同
様
で

あ
り
、
ク
ロ
ナ
ー
と
ジ
ス
は
、
こ
れ
は
単
な
る
装
飾
で
あ
り
一
次

埋
葬
を
行
っ
て
い
た
証
拠
に
は
な
ら
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
エ

ル
サ
レ
ム
で
確
認
さ
れ
る
例
の
大
半
は
、
ア
ル
コ
ソ
リ
ア
の
上
に

オ
シ
ュ
ア
リ
が
安
置
さ
れ
て
い
る
た
め
、
ア
ル
コ
ソ
リ
ア
は
オ
シ

四
二
六

図 10　貯蔵空間、アケルダマ、cave1（Avni and Greenhut 1996, 13）
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ュ
ア
リ
の
安
置
場
所
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
。
す
で
に
ア
ビ
ガ
ド

が
指
摘
し
て
い
る
が
、
貯
蔵
空
間
を
持
つ
ア
ル
コ
ソ
リ
ア
は
サ
ル

コ
フ
ァ
ガ
ス
型
ア
ル
コ
ソ
リ
ア
（sarcophagus-like arcoso-

lia

）
で
あ
り
、
石
棺
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
（A

vigad 1954, 
 118

）。
サ
ル
コ
フ
ァ
ガ
ス
型
は
通
常
の
ア
ル
コ
ソ
リ
ア
の
棚
部
分

を
掘
り
下
げ
、
貯
蔵
空
間
を
作
り
、
そ
の
上
部
に
石
板
で
蓋
を
す

る
タ
イ
プ
で
、
岩
盤
に
一
体
化
し
た
石
棺
で
あ
る
。
ベ
ン
チ
墓
と

の
類
似
を
指
摘
す
る
研
究
者
は
、
こ
の
蓋
の
上
で
一
次
埋
葬
を
行

い
、
骨
を
貯
蔵
空
間
へ
と
納
骨
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
が
、

実
際
に
は
蓋
の
上
で
は
埋
葬
が
行
わ
れ
ず
、
貯
蔵
空
間
で
一
次
埋

葬
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
タ
イ
プ
の
場
合
、
被
葬
者
は
ロ
ク
リ

以
上
に
密
閉
さ
れ
、
強
調
さ
れ
る
た
め
、
家
長
や
一
族
の
長
な
ど
、

と
り
わ
け
身
分
が
高
い
被
葬
者
に
利
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
ア
ル
コ
ソ
リ
ア
は
限
定
的
で
そ
の
例
も
少
な
い
が
、

ロ
ク
リ
墓
で
行
わ
れ
る
埋
葬
に
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
ア
ル
コ

ソ
リ
ア
が
ど
の
時
期
に
ど
の
程
度
確
認
さ
れ
る
の
か
は
定
か
で
は

な
い
が
、
ベ
ン
チ
墓
か
ら
ロ
ク
リ
墓
へ
の
変
化
を
考
え
る
上
で
は

重
要
な
構
造
で
あ
る
と
い
え
る
。

（
三
）
ロ
ク
リ
墓
の
起
源

　

ロ
ク
リ
墓
は
そ
の
発
見
当
初
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
イ
ス
ラ
エ
ル

の
墓
形
態
と
は
異
な
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
フ
ェ
ニ
キ（
ア
）
22

や
エ
ジ
プ（
ト
）
23

で
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
よ
り
も
前
か
ら
ロ
ク
リ
墓
が
利

用
さ
れ
て
い
る
こ（
と
）
24

が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
イ
ス

ラ
エ
ル
の
ロ
ク
リ
墓
の
起
源
も
そ
れ
ら
の
地
域
に
求
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
ピ
ー
タ
ー
と
テ
ィ
ル
ー
シ
ュ
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の

南
側
に
あ
た
る
イ
ド
マ
ヤ
に
位
置
す
る
マ
レ
シ
ャ
の
墓
（
図
11
参

照
）
の
報
告
の
中
で
、
左
右
対
称
の
構
造
や
切
妻
屋
根
型
の
ロ
ク

リ
な
ど
が
エ
ジ
プ
ト
の
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
の
影
響
を
受
け
て
お

り
、
こ
の
こ
と
か
ら
マ
レ
シ
ャ
を
通
し
て
エ
ル
サ
レ
ム
へ
と
ロ
ク

リ
墓
が
伝
わ
っ
た
と
指
摘
し
た
（Peter and T

iersch 1905

）。

し
か
し
、
後
に
こ
の
墓
地
の
他
の
墓
の
報
告
を
行
っ
た
オ
レ
ン
と

ラ
ッ
パ
ポ
ー
ト
は
、
マ
レ
シ
ャ
の
ロ
ク
リ
墓
が
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
で

あ
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
広
が
っ
た
こ
と
に
は
同
意
し
な
が
ら
も
、

エ
ジ
プ
ト
起
源
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
否
定
し
て
い
る

（O
ren and Rappaport 1984,  149-153

）。
マ
レ
シ
ャ
の
ロ
ク

リ
墓
の
多
く
は
、「
シ
ド
ン
人
の
墓
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、

左
右
対
称
の
墓
で
あ
り
、
全
て
の
墓
で
伸
展
葬
が
行
わ
れ
て
い
た
。

こ
れ
と
類
似
す
る
墓
は
、
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
で
も
確
認
さ
れ
る

が
、
そ
れ
ら
は
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
入
植
地
者
の
墓
で
あ
り
、
ギ
リ
シ

四
二
七
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ア
人
や
エ
ジ
プ
ト
人
の
墓
と
は
異
な
る
部
分
が
見
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
ま
た
、
フ
ェ
ニ
キ
ア
の
都
市
に
も
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ

ア
以
前
に
同
様
の
墓
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
オ
レ
ン
と
ラ
ッ

パ
ポ
ー
ト
は
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
が
西
ア
ジ
ア
全
体
に
ロ
ク
リ
墓
を

拡
散
さ
せ
る
役
割
を
担
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
マ
レ
シ

ャ
の
発
掘
調
査
を
契
機
に
起
源
研
究
は
盛
ん
に
な
っ
た
が
、
タ

ル
は
こ
れ
ら
の
研
究
の
整
理
を
行
い
、
ロ
ク
リ
墓
の
起
源
に
つ

い
て
二
説
に
大
別
し
た
（T

al 2003

）。

　

一
つ
は
エ
ジ
プ
ト
説
で
あ
り
、
先
述
の
よ
う
に
左
右
対
称
の

構
造
と
切
妻
屋
根
構
造
の
一
致
か
ら
、
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
の

ロ
ク
リ
墓
が
マ
レ
シ
ャ
へ
と
伝
わ
り
、
そ
れ
が
イ
ス
ラ
エ
ル
へ

と
広
が
っ
て
い
っ
た
と
す
る
説
で
あ
る
。
タ
ル
は
こ
の
説
に
つ

い
て
、
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
の
ロ
ク
リ
墓
と
マ
レ
シ
ャ
の
ロ
ク

リ
墓
の
成
立
が
ほ
ぼ
同
時
期
、
も
し
く
は
マ
レ
シ
ャ
の
方
が
早

い
こ（
と
）
25

、
エ
ジ
プ
ト
と
は
異
な
り
イ
ス
ラ
エ
ル
で
は
偽
扉
タ
イ

プ
の
封
石
を
用
い
ず
、
火
葬
を
行
わ
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
エ

ジ
プ
ト
起
源
説
を
否
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
切
妻
屋
根
構
造
に

つ
い
て
は
マ
レ
シ
ャ
の
み
な
ら
ず
エ
ル
サ
レ
ム
の
ロ
ク
リ
墓
に

お
い
て
も
確
認
さ
れ
る
が
、
エ
ジ
プ
ト
由
来
の
切
妻
屋
根
構
造

は
既
に
青
銅
器
時
代
に
イ
ス
ラ
エ
ル
へ
と
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
こ
の
時
代
に
伝
わ
っ
た
構
造
で
は
な
い
と
指
摘
し
て
い

四
二
八

図 11　マレシャの墓、Tomb N3 （Oren and Rappaport 1984, 122）
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二
つ
目
は
フ
ェ
ニ
キ
ア
説
で
あ
り
、
フ
ェ
ニ
キ
ア
か
ら
イ
ス
ラ

エ
ル
へ
と
ロ
ク
リ
墓
が
伝
わ
っ
た
と
す
る
説
で
あ
る
。
先
述
の
よ

う
に
、
フ
ェ
ニ
キ
ア
の
ロ
ク
リ
墓
は
西
ア
ジ
ア
で
最
古
で
あ
り
、

こ
れ
が
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
の
東
征
に
よ
っ
て
ヘ
レ
ニ
ズ
ム

を
媒
介
と
し
て
各
地
に
広
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
実

際
に
、
こ
の
最
初
の
拡
散
期
で
あ
る
前
三
世
紀
に
ロ
ク
リ
墓
が
確

認
さ
れ
る
都
市
は
、
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
、
ド
ゥ
ラ
・
エ
ウ
ロ
ポ

ス
、
マ
レ
シ
ャ
と
い
っ
た
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
都
市
で
あ
り
、
こ
の
拡
散

に
は
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
（O

ren 
and Rappaport 1984,  149-153

）。
タ
ル
は
、
こ
の
流
れ
の
中

に
イ
ス
ラ
エ
ル
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
イ
ス
ラ

エ
ル
に
こ
れ
ら
の
都
市
よ
り
も
一
世
紀
遅
れ
て
ロ
ク
リ
墓
が
出
現

し
た
こ
と
は
、
エ
ル
サ
レ
ム
な
ど
の
都
市
が
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
王
朝
に

よ
っ
て
作
ら
れ
た
新
し
い
都
市
で
は
な
い
こ
と
が
要
因
で
あ
り
、

ま
た
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
朝
の
寛
容
な
支
配
も
あ
っ
て
か
ロ
ク
リ

墓
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
必
要
性
が
な
か
っ
た
こ
と
も
一
因
で

あ
る
。
後
の
前
二
世
紀
に
な
り
セ
レ
ウ
コ
ス
朝
の
統
治
下
に
入
っ

て
か
ら
ロ
ク
リ
墓
が
出
現
す
る
が
、
そ
の
際
に
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス

朝
下
の
エ
ジ
プ
ト
か
ら
伝
わ
っ
た
と
考
え
る
よ
り
も
、
セ
レ
ウ
コ

ス
朝
下
の
フ
ェ
ニ
キ
ア
か
ら
伝
わ
っ
た
と
考
え
る
方
が
齟
齬
が
生

じ
な
い
。
フ
ェ
ニ
キ
ア
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ロ
ク
リ
墓
に
は
、
火
葬

は
行
わ
れ
ず
、
偽
扉
を
用
い
な
い
と
い
っ
た
共
通
点
が
あ
り
、
こ

れ
ら
の
こ
と
か
ら
タ
ル
は
フ
ェ
ニ
キ
ア
が
パ
レ
ス
チ
ナ
の
ロ
ク
リ

墓
の
起
源
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（T

al 2003,  299

）。
そ
の
一

方
で
、
当
時
の
イ
ス
ラ
エ
ル
に
は
南
北
か
ら
影
響
が
あ
っ
た
こ
と

は
事
実
で
あ
り
、
フ
ェ
ニ
キ
ア
の
み
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
と

は
考
え
ら
れ
な
い
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
フ
ェ
ニ
キ
ア
由

来
で
あ
っ
て
も
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
化
し
た
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
に
よ
っ
て

伝
わ
っ
た
の
か
、
セ
レ
ウ
コ
ス
朝
の
ギ
リ
シ
ア
人
に
よ
っ
て
伝
わ

っ
た
の
か
は
明
瞭
で
な
く
、
背
景
に
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
が
あ
る
こ
と
は

無
視
で
き
な
い
と
も
述
べ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
説
が
あ
る
中
で
、
ハ
ク
リ
リ
は
基
本
的
な
形
態
の
違

い
を
考
慮
す
る
必
要
性
を
指
摘
し
た
（H

achlili 2005,  69

）。
フ

ェ
ニ
キ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ロ
ク
リ
墓
に
は
各
々
共

通
す
る
点
が
あ
る
が
、
墓
の
規
模
の
点
で
前
二
者
と
イ
ス
ラ
エ
ル

の
も
の
で
は
異
な
っ
て
い
る
。
フ
ェ
ニ
キ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
の
ロ
ク

リ
墓
は
巨
大
な
長
方
形
の
埋
葬
室
と
多
量
の
ロ
ク
リ
が
設
け
ら
れ

る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ロ
ク
リ
墓
は
約
二

メ
ー
ト
ル
×
二
メ
ー
ト
ル
の
小
型
の
方
形
の
埋
葬
室
で
、
ロ
ク
リ

の
本
数
も
十
に
満
た
な
い
。
近
年
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
点
を
踏

ま
え
て
、
ロ
ク
リ
墓
が
周
辺
地
域
由
来
の
ま
っ
た
く
新
し
い
墓
で

四
二
九
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あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
疑
問
を
提
示
す
る
研
究
も
行
わ
れ
て

い
る
。
ク
ロ
ナ
ー
と
ジ
ス
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ベ
ン
チ
墓
と
ロ
ク

リ
墓
の
類
似
性
を
指
摘
し
、
ピ
ッ
ト
を
持
つ
埋
葬
室
形
態
が
類
似

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ロ
ク
リ
墓
が
ベ
ン
チ
墓
の
要
素
を
受
け
継

い
で
い
る
と
述
べ
た
（K

loner and Zissu 2007,  91-92

）。
そ

の
一
方
で
、
ベ
ン
チ
墓
の
ピ
ッ
ト
と
ロ
ク
リ
墓
の
ピ
ッ
ト
に
は
違

い
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
ベ
ン
チ
墓
は
墓
の
入
口
の
高
さ
よ
り
も

上
部
か
ら
掘
り
込
み
が
あ
る
一
方
で
、
ロ
ク
リ
墓
は
墓
の
入
口
の

高
さ
と
等
し
い
、
も
し
く
は
下
部
か
ら
掘
り
込
み
が
あ
る
と
指
摘

し
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
ク
ロ
ナ
ー
と
ゼ
リ
ン

ガ
ー
は
こ
の
類
似
を
、
ベ
ン
チ
墓
か
ら
ロ
ク
リ
墓
へ
の
段
階
的
な

進
化
で
あ
る
と
言
及
し
、
ベ
ン
チ
墓
か
ら
ピ
ッ
ト
の
掘
り
込
み
場

所
が
変
わ
る
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
ピ
ッ
ト
墓
、
そ
し
て
そ
れ
に
ロ
ク

リ
が
加
わ
る
こ
と
で
ロ
ク
リ
墓
が
成
立
し
た
と
述
べ
た 
（K

loner 
and Zelinger 2009,  219

）。

　

こ
の
よ
う
に
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
け
る
ロ
ク
リ
墓
の
起
源
は
、
明

確
に
な
ら
な
い
ま
ま
議
論
が
続
け
ら
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
二
〇

〇
九
年
の
ク
ロ
ナ
ー
と
ゼ
リ
ン
ガ
ー
の
研
究
以
降
は
新
規
の
議
論

も
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
ロ
ク
リ
墓
が
エ
ジ
プ
ト
起
源
、
フ
ェ

ニ
キ
ア
起
源
の
ど
ち
ら
で
あ
っ
て
も
両
者
は
既
に
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
化

し
た
地
域
で
あ
り
、
そ
れ
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
化
の
中
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
地
域
、
民
族
が
複
雑
に
絡
み
合
う
ヘ
レ
ニ
ズ
ム

時
代
に
お
い
て
、
パ
レ
ス
チ
ナ
の
ロ
ク
リ
墓
の
起
源
を
明
確
に
結

論
づ
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
化
の
文
脈
の
中

で
パ
レ
ス
チ
ナ
に
ロ
ク
リ
墓
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
明
白
で

あ
る
。

五
．
結
び

　

こ
れ
ま
で
、
鉄
器
時
代
Ⅱ
期
の
ベ
ン
チ
墓
、
第
二
神
殿
時
代
末

期
の
ロ
ク
リ
墓
の
研
究
を
整
理
し
、
そ
の
成
果
を
ま
と
め
て
き
た
。

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
両
者
の
墓
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
り
、

異
文
化
と
ユ
ダ
ヤ
人
と
い
う
テ
ー
マ
を
考
え
る
際
に
は
、
伝
統
的

な
ベ
ン
チ
墓
か
ら
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
影
響
を
受
け
た
ロ
ク
リ
墓
へ
の

変
化
と
い
う
構
図
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
ク
ロ
ナ
ー
と
ゼ
リ
ン

ガ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
構
図
で
石
切
墓
の
進
化
を
論
じ
て
い
る
が
、

そ
の
議
論
に
は
、
ま
だ
様
々
な
問
題
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。

　

ま
ず
、
ベ
ン
チ
墓
と
ロ
ク
リ
墓
の
研
究
で
は
、
研
究
が
集
中
す

る
分
野
が
異
な
っ
て
お
り
、
埋
葬
室
の
研
究
に
関
し
て
は
ロ
ク
リ

墓
の
方
が
遅
れ
て
い
る
。
三
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ベ
ン
チ
墓
の

定
形
化
や
分
布
の
変
化
な
ど
は
明
確
に
分
か
っ
て
お
り
、
ま
た
、

そ
の
形
態
に
込
め
ら
れ
た
死
後
観
に
つ
い
て
も
研
究
が
行
わ
れ
て

四
三
〇
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い
る
。
こ
れ
ら
を
鑑
み
る
と
、
鉄
器
時
代
Ⅱ
期
の
埋
葬
室
の
形
態

は
、
当
時
の
人
々
の
死
後
観
の
重
要
な
物
的
証
拠
だ
と
い
え
る
が
、

ロ
ク
リ
墓
の
埋
葬
室
に
関
し
て
、
同
様
の
研
究
は
行
わ
れ
て
い
な

い
。
平
面
形
態
の
類
似
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
類
似
が
早
期
の
ロ
ク
リ
墓
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
、

利
用
期
間
の
全
て
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
は
明
ら

か
で
な
く
、
埋
葬
室
の
変
遷
自
体
ほ
と
ん
ど
分
か
っ
て
い
な
い
。

こ
の
点
は
、
単
純
な
形
態
の
変
遷
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
ベ
ン
チ

墓
に
込
め
ら
れ
た
家
族
的
な
死
後
観
が
継
続
し
て
い
る
の
か
、
そ

れ
と
も
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
影
響
で
新
し
い
死
後
観
へ
と
変
化
し
た
の

か
と
い
う
問
題
と
も
関
わ
っ
て
く
る
。
ギ
リ
シ
ア
建
築
様
式
の
フ

ァ
サ
ー
ド
の
研
究
は
盛
ん
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
外
部

構
造
で
あ
り
、
死
後
観
よ
り
も
権
威
や
富
を
表
象
す
る
意
味
合
い

が
強
い
。
一
方
、
ロ
ク
リ
墓
の
内
部
形
態
は
単
な
る
建
築
形
態
で

は
な
く
、
生
前
の
被
葬
者
の
考
え
が
反
映
さ
れ
る
重
要
な
物
的
証

拠
で
あ
る
。
実
際
に
文
書
律
法
で
あ
る
ミ
シ
ュ
ナ
ー
に
は
、「
あ

る
人
が
彼
（
被
葬
者
）
の
家
族
（
仲
間
）
に
墓
を
作
る
た
め
の
土

地
を
売
り
、
彼
の
家
族
と
契
約
し
た
人
が
墓
を
作
る
。」

（M
ishna Baba Batra 6: 8,  http://w

w
w
.sefaria.org/texts

筆
者
訳
）
と
の
記
載
が
あ
り
、
被
葬
者
と
そ
の
家
族
の
意
向
で
墓

の
建
築
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
今
後
、
第
二
神

殿
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
死
後
観
を
考
え
る
際
に
は
、
よ
り
内
部
の

構
造
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

ま
た
、
ベ
ン
チ
墓
と
ロ
ク
リ
墓
共
に
定
量
的
な
研
究
が
行
わ
れ

て
い
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
ベ
ン
チ
墓
に
関
し
て
は
、
四
部

屋
式
住
居
と
の
形
態
の
一
致
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
全
て
の
墓

が
四
部
屋
式
住
居
と
一
致
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
あ
き
ら
か
に

な
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
形
態
研
究
の
不
十
分
さ
か
ら
生
じ
る
問

題
で
あ
り
、
ベ
ン
チ
墓
の
形
態
の
編
年
は
組
ま
れ
て
い
る
も
の
の
、

定
形
か
不
定
形
か
、
一
つ
の
埋
葬
室
か
複
数
の
埋
葬
室
か
と
い
っ

た
大
枠
の
も
の
で
あ
り
、
四
部
屋
式
住
居
と
の
比
較
の
際
に
争
点

と
な
る
埋
葬
室
の
形
態
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
も
し

大
半
の
墓
が
四
部
屋
式
住
居
と
一
致
す
る
埋
葬
室
形
態
で
あ
れ
ば

フ
ァ
ウ
ス
ト
と
ブ
ニ
モ
ビ
ッ
ツ
な
ど
の
研
究
者
が
指
摘
し
て
い
る

こ
と
は
妥
当
だ
と
い
え
る
が
、
仮
に
他
の
形
態
が
一
定
数
存
在
す

る
な
ら
ば
異
な
る
考
え
方
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ロ
ク
リ
墓

も
同
様
に
、
集
成
が
行
わ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
ロ
ク
リ
や

フ
ァ
サ
ー
ド
の
分
類
が
行
わ
れ
て
い
る
の
み
で
、
そ
れ
ら
の
時
期

的
変
遷
が
実
数
で
示
さ
れ
て
い
な
い
。
先
述
の
埋
葬
室
に
関
し
て

も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
定
量
化
デ
ー
タ
と
し
て
提
示
し
て
初

め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
墓
に
つ
い
て
具
体
的
な
議
論
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

四
三
一
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さ
ら
に
、
異
文
化
と
ユ
ダ
ヤ
人
と
い
う
テ
ー
マ
を
論
じ
る
際
に

は
、
何
が
異
文
化
で
、
何
が
ユ
ダ
ヤ
人
の
文
化
で
あ
る
の
か
を
抽

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
点
も
定
義
が
不
十
分
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
墓
の
変
遷
を
定
量
的
に
把
握
し

た
う
え
で
、
他
の
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
都
市
の
ロ
ク
リ
墓
と
同
様
の
基
準

で
比
較
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
こ
れ
は
前
時
代
と
の
比
較
に

つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
死
後
観
と
関
係

す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
埋
葬
室
、
ロ
ク
リ
に
つ
い
て
様
々
な
形

態
が
ど
の
よ
う
に
時
空
間
的
に
分
布
す
る
か
を
把
握
す
る
こ
と
で
、

ロ
ク
リ
墓
に
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
要
素
と
伝
統
的
な
要
素
が
ど
の
程
度
確

認
さ
れ
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
、
異
文
化
に
直
面
し
た
中
で
ユ
ダ
ヤ
人
の
埋
葬
の

在
り
方
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
を
議
論
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
る
で
あ
ろ
う
。
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xploration 
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安
積
鋭
二
、
泉
治
典　

1995　
『A

T
D

旧
約
聖
書
註
解
23 
エ
ゼ
キ
エ

ル
書
下
一
九-

四
八
章
』A

T
D

・N
T
D

聖
書
註
解
刊
行
会

大
戸
千
之　

1993　
『
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
と
オ
リ
エ
ン
ト
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書

房
註（1

）　

本
稿
の
対
象
年
代
に
お
い
て
、
同
地
域
の
範
囲
及
び
呼
称
は
各

時
代
に
お
い
て
異
な
る
た
め
、
本
稿
で
は
現
国
名
で
あ
る
「
イ
ス

ラ
エ
ル
」
に
統
一
し
て
表
記
す
る
。

（
2
）　

た
と
え
ば
、
大
戸
（
一
九
九
三
）。

（
3
）　

律
法
は
当
初
は
口
伝
律
法
で
あ
り
、
紀
元
前
に
文
書
化
さ
れ
て

い
な
い
。
神
殿
崩
壊
後
の
離
散
を
契
機
に
、
ラ
ビ
・
ユ
ダ
・
ハ
ナ

ス
ィ
に
よ
っ
て
ミ
シ
ュ
ナ
ー
（
ユ
ダ
ヤ
教
法
典
）
が
二
百
年
頃
に

編
纂
さ
れ
た
。

（
4
）　

歴
史
区
分
で
は
イ
ス
ラ
エ
ル
王
国
時
代
に
あ
た
る
。
前
一
〇
〇

〇
年
か
ら
前
五
八
六
年
。

（
5
）　

岩
盤
を
掘
り
込
ん
で
製
作
す
る
墓
。「rock-cut tom

b

」
を
筆

者
が
訳
し
た
用
語
。

（
6
）　

プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
朝
期
に
は
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
影
響
を
受
け
た

新
し
い
墓
は
出
現
し
て
い
な
い
（K

loner and Zissu 2007, 
  139

）。
文
献
資
料
研
究
か
ら
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
朝
の
支
配
は
後

の
セ
レ
ウ
コ
ス
朝
の
支
配
と
比
較
し
て
寛
容
な
も
の
で
あ
り
、
ユ

ダ
ヤ
人
が
自
ら
の
文
化
・
思
想
を
保
つ
こ
と
が
で
き
た
こ
と
が
分

か
っ
て
い
る
（
大
戸 

一
九
九
三
、
二
七
九
頁
）。

（
7
）　

ロ
ク
リ
（loculi

は
複
数
形
、
単
数
形
はloculus

）
は
ラ
テ
ン

語
で
あ
り
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
は
コ
キ
ー
ム
、
コ
ヒ
ー
ム
、
コ
ヒ
ム

（kokhim

、
単
数
形
はkokh

）
と
呼
称
す
る
。
ロ
ク
リ
墓
に
お
い

て
は
基
本
的
に
こ
の
構
造
が
複
数
設
け
ら
れ
る
た
め
、
本
稿
で
は

「
ロ
ク
リ
」
と
表
記
す
る
。

（
8
）　

プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
朝
と
比
較
し
て
、
セ
レ
ウ
コ
ス
朝
は
ヘ
レ
ニ

ズ
ム
化
の
政
策
を
強
行
に
推
し
進
め
た
。
ま
た
、
そ
れ
以
前
か
ら

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
に
憧
れ
傾
倒
す
る
ヘ
レ
ニ
ス
ト
と
呼
ば
れ
る
ユ
ダ
ヤ

人
が
現
れ
、
セ
レ
ウ
コ
ス
朝
期
に
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
思
想
を
固
守
す

る
敬
虔
派
を
上
回
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
ア
ン
テ
ィ
オ
コ
ス
・
エ

ピ
フ
ァ
ネ
ス
が
発
し
た
ユ
ダ
ヤ
教
礼
拝
堂
の
完
全
廃
止
、
ギ
リ
シ



第
二
神
殿
時
代
の
ユ
ダ
ヤ
人
埋
葬
に
関
す
る
考
古
学
的
研
究
の
課
題

）

一
六
五　
（
四
三
五

ア
的
祭
儀
の
導
入
な
ど
の
過
激
な
試
み
に
双
方
か
ら
反
発
が
起
こ

り
、
結
果
と
し
て
ハ
ス
モ
ン
朝
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
シ

ュ
ー
ラ
― 

二
〇
一
二
、
二
〇
五
～
二
〇
七
頁
）。

（
9
）　

イ
ビ
リ
ン
（Feig and H

adad 2015

）、
ハ
リ
ー
ム
（Sellars 

and Baram
ki 1953

）
な
ど
。

（
10
）　

石
切
墓
の
入
口
は
岩
壁
に
掘
り
込
ま
れ
、
入
口
を
入
っ
て
す
ぐ

に
広
い
部
屋
が
設
け
ら
れ
る
。
こ
の
部
屋
の
こ
と
を
埋
葬
室
と
呼

称
す
る
。

（
11
）　

ブ
ロ
ッ
ク
・
ス
ミ
ス
の
分
布
調
査
に
よ
る
と
、
北
イ
ス
ラ
エ
ル

王
国
に
は
ベ
ン
チ
墓
は
ほ
と
ん
ど
分
布
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
以
外
の
タ
イ
プ
の
墓
の
数
も
少
な
く
、
こ
れ
は
現
在
の
政
治

的
・
考
古
学
的
調
査
状
況
の
結
果
生
じ
た
現
象
で
あ
る
と
も
考
え

ら
れ
る
。
北
イ
ス
ラ
エ
ル
王
国
の
範
囲
は
、
沿
岸
部
を
除
い
て
現

在
の
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
区
に
相
当
す
る
範
囲
で
あ
り
、
同
地
域
の

考
古
学
的
情
報
は
乏
し
い
。
実
際
に
後
に
行
わ
れ
た
エ
リ
コ
の
調

査
（H

achlili and K
illebrew

 1999

）
で
は
ベ
ン
チ
墓
が
確
認
さ

れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
北
イ
ス
ラ
エ
ル
王
国
の
範
囲
ま
で
広
く

分
布
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

（
12
）　

ベ
ン
チ
墓
が
家
を
模
し
て
お
り
、
そ
の
形
態
に
死
後
観
が
込
め

ら
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
マ
ザ
ー
ル
が
「
こ
の
家
の
よ
う
な

洞
窟
墓
は
、
死
後
の
生
活
へ
の
考
え
を
表
し
て
い
る
」（M

azar 
1990,  521

）
と
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
以
前
か
ら
議
論
が
存
在
す

る
。
ま
た
、
直
接
的
な
議
論
で
は
な
い
が
、
ベ
ン
チ
墓
の
副
葬
品

が
日
用
品
中
心
で
あ
る
こ
と
（Bloch-sm

ith 1992

）
か
ら
も
生

前
へ
の
意
識
が
あ
る
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

（
13
）　

通
常
ベ
ン
チ
墓
は
一
つ
の
入
口
に
一
つ
の
埋
葬
室
が
設
け
ら
れ

る
が
、
入
口
は
一
つ
で
あ
り
な
が
ら
複
数
の
埋
葬
室
を
持
つ
大
規

模
な
墓
（m

ulti-cham
bered tom

b

）
が
存
在
す
る
。
エ
ル
サ
レ

ム
で
は
、
ケ
テ
フ
・
ヒ
ン
ノ
ム
（Barkay 1994

）、
聖
エ
テ
ィ
エ

ン
ヌ
修
道
院
（Barkay and K

loner,  M
azar 1994

）
で
確
認
さ

れ
て
い
る
。
墓
の
形
態
は
ベ
ン
チ
墓
と
同
様
で
あ
る
が
、
こ
の
タ

イ
プ
の
墓
は
よ
り
精
密
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
墓
の
遺
体
を
安
置

す
る
棚
の
頭
部
に
あ
た
る
場
所
に
枕
が
彫
り
込
ま
れ
て
い
る
。

（
14
）　

ミ
シ
ュ
ナ
ー
の
オ
ホ
ロ
ッ
ト 2

： 3

な
ど
文
献
資
料
に
は
、
木

棺
や
サ
ル
コ
フ
ァ
ガ
ス
な
ど
の
棺
の
利
用
に
つ
い
て
の
記
載
が
存

在
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
裏
付
け
る
考
古
学
的
証
拠
は
、
第
二

神
殿
時
代
の
エ
ル
サ
レ
ム
に
お
い
て
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い

（K
loner and Zissu 2007,  104

）。 

（
15
）　

ク
ム
ラ
ン
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
主
流
か
ら
は
分
離
し
た
エ
ッ
セ
ネ
派

の
ク
ム
ラ
ン
教
団
の
居
住
地
で
あ
る
。

（
16
）　

ベ
ン
チ
墓
、
ロ
ク
リ
墓
共
に
一
次
埋
葬
の
場
所
が
墓
内
と
は
限

ら
な
い
と
の
指
摘
も
あ
る
。
そ
の
要
因
と
し
て
文
献
資
料
に
ど
こ

か
別
の
場
所
（
別
の
墓
や
土
中
）
を
暗
示
す
る
記
載
が
存
在
す
る

こ

と
（H

achlili and K
illebrew

 1999,  170; K
loner and 

Zissu 2007,  72-74

）
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
実
際
に
墓
の
中
で
一

次
埋
葬
・
再
埋
葬
を
行
っ
て
い
る
考
古
学
的
証
拠
（Rahm

ani 
1967; T

zaferis 1970

）
が
多
数
あ
る
中
で
、
一
次
埋
葬
を
墓
外

で
行
っ
て
い
る
考
古
学
的
証
拠
が
な
い
た
め
、
墓
内
で
の
一
次
埋

葬
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
17
）　

エ
ゼ
キ
エ
ル
書
三
七
章
一
―
一
四
節
「
枯
骨
の
幻
」
に
詳
し
い
。

（
18
）　

建
築
物
の
正
面
部
分
（
入
口
部
分
）
を
指
す
用
語
。
石
切
墓
に

お
い
て
は
、
墓
の
入
口
が
設
け
ら
れ
る
箇
所
を
指
す
。
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（
19
）　

た
と
え
ば
、A

vigad 1947; Rothchild 1952; Rahm
ani 

1967.
（
20
）　

ミ
シ
ュ
ナ
ー
記
載
の
埋
葬
規
定
は
抽
象
的
な
も
の
で
は
な
く
、

細
部
に
至
る
ま
で
規
定
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
ミ
シ
ュ
ナ
ー
の

バ
バ
・
バ
ト
ラ 6

： 8

で
は
、「
あ
る
人
が
彼
（
被
葬
者
）
の
家
族

（
仲
間
）
に
墓
を
作
る
た
め
の
土
地
を
売
り
、
被
葬
者
と
契
約
し
た

人
が
墓
を
作
る
。
彼
（
契
約
者
）
は
墓
の
内
部
（
埋
葬
室
を
指

す
）
を
四
キ
ュ
ビ
ッ
ト
（
概
ね
一
キ
ュ
ビ
ッ
ト
＝
四
三
～
五
三

㎝
）×
六
キ
ュ
ビ
ッ
ト
で
作
り
、
八
本
の
壁
龕
（
ロ
ク
リ
を
指
す
）

を
作
る
。
左
右
の
壁
に
三
本
ず
つ
作
り
、
入
口
の
向
か
い
に
二
本

を
作
る
。
壁
龕
の
長
さ
は
四
キ
ュ
ビ
ッ
ト
で
、
高
さ
は
手
幅
で
七
、

幅
は
手
幅
で
六
で
作
る
。
…（
略
）」（http://w

w
w
.sefaria.org/

texts

筆
者
訳
）
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

（
21
）　

た
と
え
ば
、Stern 1962; Grafm
an 1970.

（
22
）　

た
と
え
ば
、Renan 1871; Jidejian 2000; Contenau 2000.

（
23
）　

た
と
え
ば
、V

enit 2002.

（
24
）　

フ
ェ
ニ
キ
ア
の
シ
ド
ン
や
ア
ム
リ
ッ
ト
で
は
前
八
世
紀
頃
か
ら
、

エ
ジ
プ
ト
の
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
で
は
前
三
世
紀
頃
か
ら
の
利
用

が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

（
25
）　

ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
、
マ
レ
シ
ャ
共
に
ロ
ク
リ
墓
の
利
用
が
確

認
さ
れ
る
の
は
前
三
世
紀
か
ら
で
あ
る
。
マ
レ
シ
ャ
に
関
し
て
は
、

前
四
世
紀
末
ま
で
遡
る
可
能
性
が
あ
る
（O

ren and Rappaport 
1984

）。


