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特
に
マ
ッ
ク
ス
・
ク
ェ

I
バ

1
に
つ
い
て

l
l
a

自

攻

"町、

、..'

職
識
の
窟
識
に
闘
す
る
問
問

ω
産

業

と

職

業

mw

紐
済
的
と
倫
理
的

マ
ッ
ク
ス
・
ウ

Z
l
パ
ー
の
出
2
Z『
に
づ
い
て

( 

ζ二 (2)(1) 

( 

ー
) 

t畢

四
月、

第

銃

O 
O 

山奇

E塁

造

一
“
職
帯

A
し
て
の
車
問
ヘ
「
職
業
と
し
て
の
政
拍
L

「
新
教
倫
理

k
資
本
主
義
精
神
」

職
業
の
意
義
。
慶
遷
l
l
l
職
分
、
天
職
、
生
計
、
企
業

職
業
の
意
義
に
閲
し
て
ツ
ア

1
ン
が
述
べ
て
ゐ
る
と
と
る
は
大
般
に
於
て
最
近
の
考
へ
方
を
よ
〈
云
ひ
現
は
し
て
ゐ
る
も
の
と
忠

ふ
。
邸
ち
、
職
業
に
は
二
種
の
意
味
が
あ
っ
て
、
そ
の
一
つ
は
「
図
民
経
済
的
見
地
」
か
ら
し
て
「
人
h

の
持
働
分
科
の
腕
属
性
で
あ

る
」
と
す
る
が
、
他
方
に
は
「
個
人
的
要
素
」
の
拙
か
ら
し
て
自
己
利
益
を
増
進
し
、
家
計
目
的
に
奉
仕
す
る
も
の
と
ナ
る
と
と
が
出

来
る
と
。
前
者
は
統
緯
の
立
揚
を
執
っ
た
の
で
る
り
、
後
者
は
個
僚
の
立
場
を
執
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
前
者
は
人
的
態
様
を

示
し
た
の
で
あ
り
、
従
て
倫
理
的
関
係
を
一
不
す
の
で
あ
る
が
、
後
者
は
ζ

れ
に
謝
し
て
生
活
資
料
の
獲
得
と
い
ふ
経
済
的
関
係
を
主

と
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
か
〈
て
此
の
ツ
ア

1
ン
の
定
義
か
ら
し
て
我
々
は
統
惇
的
か
個
鰹
的
か
と
一
玄
ふ
見
方
と
、
倫
坦
的
か

経
済
的
か
と
云
ふ
見
方
と
か
ら
し
て
二
様
の
伺
題
が
提
出
さ
れ
る
と
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

Friedrich Zann: H:mdw日rterbuchder Staatswissensdlaften 11， S. 59 f~ ま)



ω統
髄
的
と
個
髄
的
(
又
は
産
業
と
職
業

)11職
業
を
ぽ
統
髄
的
か
個
植
的
か
と
い
ふ
結
か
ら
見
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
換
言
す
れ
ば

枇
舎
の
量
的
友
構
成
か
ら
見
る
と
と
と
も
云
へ
る
。
よ
り
具
健
的
に
云
へ
ば
、
例
へ
ぽ
峨
業
統
計
に
於
て
最
近
喧
し
く
問
題
に
た
っ

て
ゐ
る
「
産
業
」
か
「
職
業
」
か
と
云
ふ
問
題
に
関
聯
し
て
ゐ
る
と
と
で
あ
る
。
卸
ち
人
口
の
分
類
に
つ
い
て
、
性
別
、
年
齢
別
に
吹
い

で
重
要
た
職
業
別
の
方
法
に
闘
し
て
近
時
大
い
に
問
題
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
と
の
「
職
業
分
類
」
と
一
文
ふ
の
は
個
人
の
技
能
を
巾

心
と
し
た
も
の
で
る
っ
て
、
従
来
多
く
用
ひ
ら
れ
た
も
の
で
る
る
が
、
極
〈
最
近
に
な
っ
て
更
に
こ
の
外
に

1

産
業
分
類
」
た
る
も
の

が
重
ん
ぜ
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
て
来
た
。
と
れ
は
邸
ち
各
人
が
蹄
属
す
る
と
こ
る
の
産
業
の
種
類
に
よ
っ
て
分
類
じ
よ
ろ
と
す
る
の

で
あ
る
。
従
で
こ
れ
は
個
人
よ
り
も
、
そ
れ
が
嫁
る
と
こ
ろ
の
統
慌
の
部
分
と
し
て
の
意
義
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
我
が
閥
忙
於
て

も
た
正
九
年
の
第
一
一
向
岡
勢
調
査
は
、
主
と
し
て
前
者
の
所
謂
「
職
業
分
類
」
K
ょ
っ
た
の
℃
あ
る
が
、
昭
和
五
年
の
際
の
は
後
者
の

所
韻
産
業
分
類
」
K
よ
円
一
た
の
で
あ
る

l

t剖
ち
「
主
た
る
職
業
と
目
、
+
士
と
し
て
一
身
を
委
ね
る
も
の
を
云
ふ
」
と
な
し
、
「
そ
の

匿
別
を
な
し
難
き
と
き
は
牧
入
の
最
も
多
い
も
の
」
を
以
て
そ
れ
と
な
す
と
。

か
様
に
し
て
職
業
に
つ
い
て
も
、
個
人
的
及
立
揚
か

ら
統
鰹
的
左
立
揚
へ
移
旬
替
り
つ
L
る
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
我
固
に
於
て
の
み
な
ら
や
、
最
近
の
世
界
の
傾
向
で
あ
る
。
何
と
た
れ

ば
、
か
L

る
統
櫨
的
立
揚
を
明
か
に
執
る
様
に
な
っ
た
の
は
一
九
二
三
年
の
閲
際
持
働
統
計
合
議
に
於
て
産
業
及
峨
業
分
類
に
闘
す

る
討
議
及
び
決
議
が
行
は
れ
た
結
田
市
に
基
く
と
と
大
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
席
上
左
ほ
多
〈
の
議
論
が
行
は
れ
た
の
で
あ
っ
た

が
、
卸
ち
職
業
を
ば
個
人
的
立
揚
か
ら
認
め
ゃ
う
と
ナ
る
設
も
多
〈
行
は
れ
た
の
で
あ
る
が
、
併
し
結
局
大
穂
に
於
て
圏
髄
主
義
的

た
産
業
分
類
を
採
る
べ
し
と
す
る
議
論
が
勝
っ
て
、
「
凡
そ
経
済
生
活
に
於
け
る
根
本
要
素
は
、
個
人
に
非
や
し
て
企
業
、
事
業
骸

又
は
工
揚
で
あ
る
。
従
て
一
図
の
経
済
組
織
を
示
す
分
類
は
個
人
上
り
も
大
な
る
単
位
、
邸
ち
生
産
・
分
配
・
用
務
等
の
目
的
を
果
す

職
業
の
意
義
正
問
題

第
四
十
五
巻

四

九

第

説

O 



職
業
の
意
義
と
問
題

第
四
十
五
巻

O 

二
五

O

専
門
的
車
位
と
見
注
さ
れ
た
る
企
業
た
り
ヱ
揚
な
り
を
以
て
基
本
翠
位
と
し
な
け
れ
ば
左
ら
ぬ
」
と
友
し
、
途
に
「
有
業
者
は
先
づ
第

第

競

一
に
各
自
の
従
事
す
る
産
業
忙
よ
り
て
分
類
す
ぺ
し
、
而
し
て
各
産
業
の
内
部
に
於
て
更
に
有
業
者
を
個
人
職
業
に
よ
り
て
分
類
す

る
も
可
た
り
〕
と
決
議
し
た
の
で
あ
っ
た
。

乙
れ
を
以
て
も
、
位
合
形
態
の
力
黙
の
在
り
方
に
よ
っ
て
個
能
的
か
統
般
的
か
と
い
ふ

と
と
に
左
り
、
職
業
の
考
へ
も
ま
た
「
職
業
」
と
友
り
、
或
は
寸
産
業
」
と
な
る
と
い
ふ
こ
と
、
そ
し
て
設
近
の
傾
向
は
益
々
統
般
的
な

方
向
へ
、
即
ち
一
産
業
」
的
な
方
向
へ
?
と
向
ひ
っ
-
A

あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
出
来
る

D

閉
経
済
的
と
倫
理
的
職
業
を
ぽ
更
に
、
枇
舎
の
質
的
友
作
用
か
ら
区
別
し
て
見
る
・
な
ら
ば
、
経
済
的
か
倫
理
的
か
と
云
ふ
問

題
が
生
じ
て
来
る
の
で
あ
る
。
職
業
左
い
へ
ば
普
通
は
大
慌
に
純
経
済
的
友
も
の
を
指
す
と
見
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
一
夜
ほ
こ
れ
を
庚
ぐ

枇
舎
的
関
係
で
あ
る
と
見
る
も
の
、
或
ひ
は
進
ん
で
倫
理
的
・
宗
教
的
意
義
を
も
持
つ
べ
し
と
す
る
も
の
も
あ
る
巴
蓋
し
先
き
に
も

述
ぺ
た
様
に
、
職
業
を
ば
伺
健
的
に
見
る
揚
合
で
も
、
そ
れ
を
個
人
の
生
ー
と
の
み
見
る
以
外
に
、
技
能
と
い
ふ
も
の
を
重
鵡
す
る

も
の
も
あ
り
、
統
帥
閥
的
に
見
る
揚
合
に
は
一
一
暦
身
分
的
危
関
係
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
そ
と
に
は
自
ら
経
済
的
た
も
の

以
外
に
倫
理
的
、
宗
教
的
及
も
の
が
重
要
硯
さ
れ
友
け
れ
ば
た
ら
・
泣
い
の
は
首
然
で
る
る
。
邸
ち
一
枇
合
構
成
を
ば
質
的
に
作
用
的
に

見
た
揚
合
に
は
、
外
的
と
内
的
と
に
、
物
的
と
心
的
と
に
、
或
は
客
観
的
と
主
観
的
と
に
区
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
す
れ
ば
、

れ
に
従
っ
て
職
業
の
意
義
も
亦
自
ら
異
っ
た
も
の
が
出
て
来
る
わ
け
で
あ
る
。

粧
済
閣
ナ
者
や
統
計
事
者
は
、
多
く
純
経
済
的
友
も
の
を
以
て
職
業
の
意
義
た
り
と
す
る
。

程
度
又
は
技
巧
の
程
度
を
考
慮
せ
や
し
て
、
専
ら
其
の
業
務
が
利
得
を
件
ふ
も
の
で
あ
る
か
否
か
、
換
言
す
れ
ば
経
済
的
活
動
で
あ

る
か
否
か
を
基
準
と
す
る
」
と
。

例
へ
ば
日
く
「
業
務
に
針
す
る
熱
心
の

こ
れ
は
併
し
統
計
の
技
術
的
立
場
か
ら
便
宜
的
に
設
定
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
職
業
の
本
質
を
会 そ

内問統計局編「産業及職業分類四方法」七八頁
同上、九三頁
岡崎文規博士著「職業統計問題研究」六二頁
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面
的
に
考
察
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
云
ふ
ま
で
も
友
い
。
そ
こ
で
更
忙
倫
理
的
な
意
義
を
以
て
、
職
業
の
真
意
を
明
か
に
す

る
も
の
で
あ
る
と
友
ず
も
の
が
あ
る
。
例
へ
ば
回
〈
「
持
績
し
て
途
行
し
、
あ
ら
ゆ
る
計
劃
と
努
力
と
を
以
て
従
事
す
る
労
働
は
そ

の
労
働
に
謝
す
る
行
策
者
の
精
神
的
、
道
徳
的
闘
係
に
上
っ
て
一
初
め
て
職
業
と
友
る
」
、
或
は
「
労
働
が
生
計
と
慰
梁
と
に
役
立
ち
得

る
貨
幣
或
は
貨
幣
債
値
の
獲
得
の
手
段
の
み
を
目
的
と
す
る
揚
合
に
は
、
こ
の
山
労
働
は
躍
な
る
利
得
又
は
持
務
に
過
ぎ
な
い
。
併
し

人
聞
が
と
の
符J
働
を
道
徳
的
行
震
に
ま
で
高
め
る
揚
合
、
初
め
て
そ
れ
は
峨
業
と
友
る
」
と
。
前
者
の
経
済
的
た
一
云
ひ
方
を
以
て
す

れ
ば
、
職
業
と
は
即
ち
所
得
を
質
す
も
の
と
云
ひ
換
へ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
し
て
後
者
の
倫
理
的
、
宗
教
的
左
見
方
か
ι
り
す
れ

ば
、
一
大
峨
又
は
宿
命
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
此
の
晴
者
の
章
義
も
、
極
〈
最
近
は
後
者
の
倫
理
的
殺
意
義
の
方

が
よ
り
強
調
さ
れ
る
や
う
に
な
っ
て
来
た
と
云
ふ
と
と
が
出
来
る

q

と
れ
は
即
ち
先
き
に
示
し
た
産
業
と
服
業
冒
と
に
於
て
統
償
問
に

L
て
身
分
的
た
る
「
産
業
」
の
方
が
上
り
強
調
さ
れ
て
来
た
と
云
ふ
の
と
、
相
関
聯
す
る
こ
と
で
あ
る
。
従
て
島
近
陀
於
て
は
、
経
済

的
た
見
方
以
外
に
倫
理
的
左
或
は
宗
教
的
た
意
味
を
も
十
分
に
加
味
し
友
け
れ
ば
友
ら
友
い
と
云
ふ
や
う
に
友
っ
て
来
た
と
云
ふ
と

と
が
出
来
よ
う
。

以
上
に
よ
っ
て
磯
業
の
意
義
に
関
し
て
最
近
問
題
と
・
な
っ
た
二
つ
の
問
題
|
|
産
業
と
職
業
(
統
種
的
と
個
煙
的
)
及
び
経
済
的
L
」倫

理
的
ー
ー
を
採
り
上
げ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
と
か
ら
し
て
我
々
は
そ
れ
ら
を
更
に
組
合
せ
る
と
と
に
よ
っ
で
職
業
に
閲
し
て
四
つ
の

意
義
の
一
存
在
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
|
!
個
鑓
的
と
経
済
的
と
か
ら
は
「
生
計
」
を
、
統
帥
間
的
と
経
済
的
と
か
ら
は
「
企
業
」
を
、
個

鴨
的
と
倫
理
的
と
か
ら
は
「
天
峨
」
を
、
そ
し
て
統
惜
的
と
倫
理
的
と
か
ら
は
寸
職
分
」
を
と
い
ふ
工
合
に
、

し
か
し
と
れ
ら
四
つ
の
各

自
の
意
義
や
相
互
の
闘
聯
に
つ
い
て
は
、
更
に
後
に
述
べ
る
乙
と
与
す
る
。

職
業
の
意
義
と
問
題

告事

鋭

C 

第
四
十
五
巻

互五

同上、六守主l'r歩間



職
業
。
意
義
と
問
題

第
四
十
五
巻

二
五
二

傍

観

O 
四

ー

一

職
業
の
意
義
に
闘
す
る
問
題
を
取
扱
ふ
た
め
に
は
、

一
一
際
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
l
パ
1
の
国

2
ロ
『
に
闘
す
る
考
へ
と
、

そ
れ
に
闘
す

る
諸
批
評
に
つ
い
て
幾
分
か
の
考
察
を
粧
な
け
れ
ば
友
ら
た
い
。
苦
し
「
職
業
」
の
意
義
に
闘
し
、
特
に
そ
れ
が
業
務
的
意
義
と
資
本

主
義
精
榊
と
の
闘
聯
の
問
題
を
提
起
し
た
と
い
ふ
意
味
で
、
今
な
ほ
彼
の
影
響
す
る
と
と
ら
大
で
る
る
か
ら
叩
じ
る
る
。
そ
れ
が
特
に

有
名
に
在
っ
た
の
は
)
一
九

O
五
年
に
公
表
さ
れ
た
彼
の
「
新
教
倫
理
と
資
本
王
義
精
榊
!
「
に
於
て
、

出。一ロ「

に
闘
す
る

ル
1
テ
ル
の

考
ヘ
が
昨
邪
教
的
た
る
も
の
と
世
俗
的
た
る
も
の
止
の
結
合
黙
を
作
担
、

=or--口
}

M

O

旨
rgo)
が
世
俗
的
職
業
へ
の
是
認
・
精
進
の
迭
を
備
へ
た
と
云
ふ
と
と
が
、
資
本
主
義
の
指
導
原
理
を
褒
成
し
育
成
す

た
ほ
カ
ル
ヴ
イ
一
一
ズ
ム
の
現
世
的
禁
欲
主
議

-
2】
白

同ロロぬ『・
a

る
に
預
う
て
力
が
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
を
提
示
し
た
と
し
て
知
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
謝
し
て
は
種
々
た
る
意
見
、
批
判
が

友
さ
れ
、

い
ま
泣
ほ
経
績
・
後
展
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
と
は
人
の
知
る
と
と
ろ
で
あ
る

A
V

け
れ
ど
も
、
そ
乙
で
主
と
し
て
問
題
と
友
つ

て
ゐ
る
の
は
、
直
接
に

5
2『
そ
の
も
の
L
意
義
に
闘
し
て
Y
は
友
く
て
、
そ
れ
が
経
済
社
舎
へ
如
何
に
関
聯
し
た
か
と
い
ふ
賄
に

つ
い
て

r
あ
る
。

と
と
で
は
資
本
主
義
と
の
関
聯
の
問
題
を
取
扱
ふ
こ
と
は
営
面
の
問
題
で
は
た
い
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
遁
ペ
る

と
と
は
止
め
、
ゥ
ェ

1
バ
1
自
身
が
出
自
己
『
に
つ
い
て
如
何
に
考
へ
た
の
で
あ
ら
う
か
と
い
ふ
こ
と
を
問
題
と
し
た
い
と
忠
ふ
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
矯
め
に
は
右
に
掲
げ
た
著
書
を
参
照
す
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
た
ほ
そ
れ
以
外
に
も
彼
の

F
E『
観

を
示
す
も
の
と
し
て
「
職
業
と
し
て
の
串
間
」
と
「
職
業
と
し
て
の
政
治
」
と
の
二
文
献
に
つ
い
て
も
漣
べ
て
見
た
い
と
思
ふ
。

山
「
職
業
と
し
て
の
撃
問
山
、
「
職
業
と
し
て
の
政
治
山
ー
ー
と
の
二
つ
は
何
れ
も
彼
が
一
九
一
九
年
に
ミ
A

V

J

ヘ
ン
大
島
?
に
招
か
れ

て
友
し
た
三
つ
の
講
演
の
中
の
二
つ
で
あ
る
が
、

と
れ
は
正
に
欧
洲
大
戦
の
終
憶
し
た
狂
濁
怒
濡
の
時
代
で
あ
り
、
彼
自
身
に
と
っ

Max Weber: Die protestantiscb.e Ethik und der Gei::;1: des Ka.pitalismus， G. 
A.R. 1. [922， S. '7-206. 
a. a. O. S. 84 f. 
主たる批評は、 E.Troeltsch.: Die Sozialleh.ren der christlichen Kirchen und 
Gruppen '9'I. W. Sornbart: Der Bourgeoirs '9I3・し Brentano:Die Anfange 
des modernen Kapit3.lismus 1916. H. Pesch ~ Lehrbueh der Nationalolconornie 
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て
も
そ
の
生
涯
の
幕
を
問
づ
る
前
年
で
る
っ
た
と
云
ふ
こ
と
を
思
ふ
と
き
、

と
の
ロ
2
E
『
に
闘
す
る
問
題
が
如
何
に
重
要
注
意
義
を

持
っ
た
も
の
で
る
る
か
と
い
ふ
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

伎
は
こ
の
一
前
著
に
於
て
、
皐
聞
の
凋
立
性
と
事
者
の
職
分
と
に
つ
い
て
漣
ぺ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
彼
は
ま
づ
卑
近
た
例
を
と

る
こ
と
か
ら
一
初
め
て
ゐ
る
。
卸
ち
犬
撃
の
職
員
に
つ
い
て
少
し
〈
考
察
し
て
見
る
に
、
普
通
狽
洛
の
大
撃
に
於
て
は
、
先
づ
初
め
に

私
講
師
と
云
ふ
も
の
に
な
る
。

乙
れ
は
一
定
の
俸
給
は
友
く
、
聴
講
料
を
以
て
そ
の
報
酬
と
す
る
制
度
で
あ
る
。
従
て
講
義
の
故
に

比
較
的
研
究
の
自
由
は
得
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
牧
入
は
初
め
は
叡
め
て
僅
少
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
地
位
に
つ
い
て
も
、
相
側
め
て
不
安

定
で
あ
る
と
云
は
泣
け
れ
ば
な
ら
た
い
。
帰
来
助
教
授
、
教
授
に
必
や
し
も
常
然
に
昇
進
す
る
も
の
と
は
限
ら
友
い
。
昇
進
の
望
み

は
、
ま
と
と
に
傍
伴
に
し
か
得
ら
れ
友
い
。

こ
れ
が
そ
の
寅
情
で
あ
る
。

こ
れ
に
針
し
て
直
米
利
加
の
大
事
に
於
て
は
、
ま
づ
↓
初
め

に
助
手
と
云
ふ
も
の
に
な
る
。

と
れ
は
教
授
の
研
究
、
授
業
の
補
助
を
な
す
の
で
あ
る
が
、
従
て
一
定
の
俸
給
と
身
分
の
安
定
と
を

持
つ
。
併
し
自
己
の
研
究
に
専
心
波
頭
す
る
と
云
ふ
わ
け
に
は
行
か
左
い
。

乙
の
爾
者
の
制
度
を
比
較
し
て
見
る
に
、
調
逸
の
私
誌

師
は
外
的
に
は
収
入
は
僅
少
、
地
位
は
不
安
定
と
い
ふ
岡
市
い
保
件
で
は
る
る
が
、
併
し
内
的
に
は
接
聞
に
専
心
波
頭
し
、
接
関
の
職

分
を
岡
市
ず
に
遁
し
て
ゐ
る
と
云
は
友
け
れ
ば
な
ら
友
い
が
、
そ
れ
に
封
し
て
亜
米
利
加
の
助
手
は
、
白
己
の
研
究
に
専
心
い
そ
し
む

と
云
ふ
こ
と
は
幾
分
出
来
難
い
が
、
外
的
諸
保
件
に
は
比
較
的
に
恵
れ
て
ゐ
る
が
設
に
、
落
着
い
て
将
来
へ
の
準
備
を
在
す
と
と
が

出
来
る
。
と
は
云
へ
寅
際
に
は
雨
者
と
も
夫
身
官
槽
・
金
権
の
座
迫
に
よ
っ
て
災
ひ
さ
れ
て
ゐ
る
と
述
べ
て
ゐ
る
。

そ
し
て
更
に
「
職

業
と
し
て
の
政
治
」
に
於
て
も
、
殆
ん
ど
同
様
訟
と
と
が
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。

郎
ち
政
治
と
い
ふ
も
の
L
捻
賞
者
に
二
つ
あ
る
。
{
日

支
と
政
黛
員
と
の
三
種
で
る
る
。
前
者
は
慨
し
て
身
分
が
保
障
さ
れ
一
定
の
俸
給
が
奥
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
従
て
利
害
勢
力
に
牽
聯
さ

職
業
。
意
義
と
問
題

第
四
十
五
巻

第

披

O 
豆

二
五
=
一

II 19却.

最近に於ける主たる諭著は、 R. 日 Tawm:y; Religeon and the Rise of cd"pjtalis"m 1926. G~..--Wünscb.: Evangelisc:lte_~， Wirtschaftseth.ik I_~2!・ J. B. 
Kr~us: SChdlastik， Puritanismus 1l]1]e!. KapitaHsmus 1930. H. M. Robertson: 
Aspects of the Rise of Economic Individuali~m 123~・ J. Brodriclζ:τhe 
Economic Morals of the Jesuits 19:H・ A伽 Fanfani・ Cataolicism，Protestantism 
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職
業
り
意
義
止
問
題

第
四
十
五
巻

互王
国

告存

続

O 
~ 
ノ、

れ
歩
に

E
蛍
在
る
政
治
に
携
は
る
べ
き
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
資
際
に
は
官
吏
は
多
〈
所
謂
俗
吏
根
性
笠
間
し
て
卑
屈
と
訟
り
、
清
新

滋
刺
た
る
政
治
の
運
用
を
翁
し
難
い
。

こ
れ
に
反
し
て
政
実
員
は
、
自
ら
進
ん
で
政
治
に
参
興
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
比
較

的
に
熱
意
を
持
ち
、
官
吏
の
俗
支
根
牲
と
は
建
っ
て
活
議
に
友
わ
り
得
る
と
い
ふ
使
宜
も
あ
ら
う
貯
れ
ど
も
、
何
分
に
も
多
〈
は
名
替

峨
の
故
に
牧
入
は
僅
少
で
あ
り
、
地
位
は
比
閉
め
て
不
安
定
で
あ
る
。
そ
れ
が
た
め
宵
際
に
は
却
っ
て
利
害
に
引
き
制
さ
れ
て
醜
悪
な

る
結
果
そ
曝
す
と
と
が
多
い
。
か
く
の
如
く
し
て
ウ
エ

l
パ

l
は
、
職
業
の
問
題
に
つ
い
て
ま
づ
如
何
に
外
的
な
る
諸
僚
件
が
力
強

い
関
係
を
持
っ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
と
と
を
述
べ
る
。

如
何
に
人
身
が
内
的
召
命
を
得
て
天
臓
に
波
頭
し
よ
う
と
し
て

も
、
多
〈
は
此
の
外
的
危
る
諸
僚
件
卸
ち
生
計
と
地
位
と
の
問
題
に
ぶ
つ
か
っ
て
し
ま
ふ
か
と
一
玄
ふ
こ
と
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。
彼

は
そ
と
で
皮
肉
に
も
、
大
串
に
残
っ
て
皐
問
の
詮
に
志
を
致
さ
ん
と
す
る
青
年
に
封
し
て
云
ふ
「
君
は
凡
庸
夜
遅
中
が
年
一
年
ム
」
君

を
越
し
て
昇
進
し
て
行
く
の
を
見
て
も
、
肢
も
立
て
や
一
気
も
腐
ら
さ
や
に
ゐ
ら
れ
る
と
旧
ω
び
ま
す
か
、
と
云
ふ
風
に
念
を
押
し
置
で

か
た
け
れ
ば
た
ら
な
い
。
と
と
ろ
が
斯
う
し
た
人
達
か
ら
受
取
る
容
は
き
ま
っ
て
斯
ろ
で
あ
る
。
勿
論
で
す
、
私
は
た
ピ
私
の
天
職

に
生
き
る
の
み
で
す
と
。
て
が
少
く
と
も
私
の
経
験
で
は
、
斯
う
し
た
人
達
が
精
神
的
に
打
撃
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
そ
の
生
活
に

犠
へ
得
た
例
し
は
極
め
て
少
い
一
と
。

此
の
如
き
ウ
ヱ

1
パ

l
の
警
告
に
注
意
さ
れ
つ
L
我
々
は
更
に
進
ん
で
、
愈
L
R

彼
の
内
的
意
義
に
這
入
ら
ふ
と
思
ふ
。

そ
こ
で
は

ま
づ
彼
は
職
業
を
ば
天
職
で
あ
る
と
し
左
け
れ
ば
左
ら
友
い
と
解
く
。
天
職
と
云
ふ
の
は
何
か
。
自
己
の
地
位
が
業
が
、
天
よ
り
召

命
と
し
て
輿
へ
ら
れ
、
備
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
天
賦
」
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
彼
は
極
め
て
興
味
深
い
論

漣
を
な
し
て
ゐ
る
。
「
職
業
と
し
て
の
皐
問
」
に
於
て
は
、
串
間
を
た
す
も
の
L
一
六
賦
と
は
何
か
と
云
ふ
に
、
コ
一
つ
あ
る
と
す
る

G

印

and Capitalism 1935・
Wissenschaft als Beruf， 1919.尾高邦雄氏諜「職業正しての車問」多照。尚、こ
の"BeruP'の意義は単に「職業」と課しては競り易いので、尾高氏諜に於亡
も「職業J(23.64頁)、「職分JC36• 60• 63頁)、「天職J(44. 凸'31町、或は「心構J(23
貝ー)等と撃し分けられでゐる。
Politik" als Beruf， 1926. 
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ち
第
一
に
は
骨
骨
判
、
あ
る
。
自
己
の
立
場
に
、
自
己
の
研
究
に
会
生
命
を
賭
け
て
左
す
と
と
る
の
、

死
し
て
悔
い
占
な
い
と
と
る
の
接

間
へ
の
熱
情
で
る
る
。
と
れ
は
翠
友
る
努
力
で
は
友
い
、
天
よ
り
備
へ
ら
れ
た
る
天
賦
の
一
つ
で
る
る
。
第
二
は
霊
感
で
る
る
@
思

小山付
ι
十
」
ザ
あ
る
。
如
何
に
熱
情
を
持
ち
、
懸
命
な
る
努
力
を
試
み
た
と
こ
ろ
で
、
霊
感
に
よ
る
閃
き
が
た
け
れ
ば
途
は
開
け
友
い
。

静
か
に
待
つ
心
に
そ
れ
は
来
る
。
そ
れ
は
意
外
・
な
と
き
、
意
外
注
底
に
来
る
。
坂
路
を
登
り
つ
L
あ
る
と
き
友

E
に
来
る
こ
と
も
あ

る
。
併
し
こ
の
二
つ
だ
け
で
は
足
り
友
い
。
第
三
に
合
理
也
が
注
げ
れ
ば
左
ら
友
い
。
事
聞
を
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
は
営
然
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
亦
「
職
業
と
し
て
の
政
治
」
陀
於
℃
も
大
膿
云
は
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
、
政
治
に
携
は
る
も
の
L
「
天
賦
」
と

は
何
か
と
云
ふ
に
、
乙
れ
に
も
亦
三
つ
る
み

υ

。
そ
の
第
一
は
同
じ
く
熱
朴
で
あ
る
。
第
二
に
は
、
事
者
の
場
合
ム
」
は
少
し
異
っ
て
責

〉

3
0
0
A
勺

』

〈

f
-
I
p
h
q
〉

hL1J℃
こ
よ
り
ノ
点
目

3
〉
一
一
王
仁

LJ-rJ孔
工
レ
=
「
P
U
F
F
-
T
一一う

5

0

b

〉
訂

?
Fう
5
0
'
r
-
J
こ
昨
日

=rzJm歯
肉d

K
L
n
招

T
A
d
P
a
z
-
F
2
1
z
d
u
t山
町
判
前
書

1
v
i
f
c
Z
4
t↓q
f
l
J
J即

J
2
2
1
ζ
寸

d

J

・

4UE「
d
J
2
1
t
V
-
2
-
I
l
i
z

昨
日
配
骨
い
で
あ
る
。
と
れ
は
事
者
の
揚
合
の
合
背
骨
と
同
じ
で
あ
る
。
冷
静
友
る
判
断
に
基
い
た
遁
確
友
諌
測
、
こ
れ
ら
が
無
け

れ
ば
震
の
政
治
家
と
た
る
こ
と
は
出
来
左
い
と
。

職
業
の
内
的
意
義
の
第
一
と
し
て
天
峨
又
は
天
賦
と
い
ふ
と
と
に
つ
い
て
漣
べ
た
の
で
あ
る
が
、
更
に
そ
れ
ら
は
草
に
個
人
の
主

観
的
意
義
に
留
る
べ
き
で
は
な
い
。
邸
ゆ
り
か
L

る
職
業
の
内
的
意
義
も
亦
、
他
に
針
し
、
全
慌
に
勤
し
如
何
た
る
職
分
を
持
つ
べ
き

か
と
い
ふ
、
職
分
の
意
義
が
問
題
と
な
ら
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
。
例
へ
ば
接
聞
は
枇
舎
全
櫨
に
劃
し
て
事
現
の
明
由
怖
を
計
ら
ん
と
す

る
峨
分
を
持
つ
が
政
向
、
乙
れ
に
携
は
る
曲
宇
者
も
亦
か
、
る
峨
分
に
桝
到
す
る
責
任
を
会
館
に
封
し
て
捲
ふ
べ
き
で
あ
り
、
政
治
は
ま

た
本
来
秩
序
を
保
つ
た
め
に
不
五
と
無
秩
序
に
抗
し
、
良
質
性
を
確
保
す
る
義
務
が
る
あ
、
け
れ
ど
も
亦
そ
れ
だ
け
そ
の
結
果
に
針

す
る
責
任
を
重
ん
や
べ
き
で
あ
る
。
従
て
政
治
に
携
は
る
も
の
は
、
何
よ
り
も
よ
く
乙
の
政
治
の
職
分
に
受
賞
し
占
注
げ
れ
ば
友
ら
友

職
業
の
意
義
と
問
題

第
四
十
五
巻

二
五
五

O 
七

第

貌

Wi>senschaft als Beruf， '919， S. 1，f. 
Po1itik als Beruf， I926~ S. 15 f， 
Wissensch.aCt als Beruf， S. 9・邦課ニ了三頁多照
a. a. O. S.ロ.す11課二九頁
a. a. O. S. 10. 
a. a. O. S. 10. 
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職
業
の
意
義
と
問
題

第
四
十
五
巻

二
五
六

告存

続

一O
八

い
の
で
る
る
。
此
の
様
に
し
て
ウ
エ

l
パ
l
の
解
く
と
こ
ろ
は
、
職
業
に
は
大
槌
一
一
つ
の
方
面
か
ら
考
へ
ら
れ
る
。

一
つ
に
は
外
的

に
、
他
に
は
内
的
に
、
前
者
に
つ
い
て
は
更
に
生
計
E
C
地
位
止
に
、
後
者
に
つ
い
で
は
天
賦
と
職
分
と
に
分
行
ら
れ
る
。
要
す
る
に

ウ
ヱ

1
バ
ー
も
亦

H

職
業
の
意
義
に
つ
い
て
は
大
腿
四
種
類
に
分
け
ら
れ
る
と
考
へ
る
。
生
計
と
地
位
と
‘
天
職
と
職
分
と
に
。

間
「
新
教
倫
理
と
資
本
主
義
精
神
L
「
ー
と
れ
は
前
三
者
よ
り
は
や
っ
と
早
〈
公
表
さ
れ
た
も
の
で

b
っ
て
、

テ
ル
の
職
業
翻
」
と
題
す
る
学
さ
へ
る
り
、

3

3
二
十

l
h

「
レ

i

z
ι
H吋
ド

ヒ

『

ヌ

}

併
せ
て
カ
ル
ヴ
イ
ニ
ズ
ム
及
ぴ
新
数
諸
慌
の
職
業
観
在
主
と
し
て
問
題
と
し
た
の

T
b

る
。
従
て
直
接
に
は
ウ
出
l
パ

l
白
妙
の
職
業
服
牝
附
か
に
す
め
た
め
の
も
の
で
は
た
い
が
、
併
し
町
々
と

K
は
自
ら
に
似
の
以
内
ヘ
牝

現
は
し
て
ゐ
る
。
ま
づ
住
所
謂
「
資
本
主
義
精
巴
た
る
も
の
に
つ
い
て
述
べ
る
。
乙
れ
は
印
ち
資
本
主
義
の
指
導
原
理
と
も
云
ふ

べ
き
も
の
で
る
る
が
、
そ
の
原
理
と
し
て
特
性
を
示
し
た
も
の
は
何
か
と
云
ふ
に
、
大
槌
個
性
、
自
由
を
隼
重
し
、
持
働
を
重
ん
ビ
.

特

κ轡
利
を
是
認
し
遁
求
せ
し
む
る
と
と
る
に
あ
っ
た
。
か
L
る
特
質
を
有
す
る
資
本
主
義
精
神
に
つ
い
て
、
グ
ン
バ
ル
ト
の
云
ふ

と
と
る
を
援
用
す
る
と
、
乙
れ
は
大
健
二
種
の
「
精
神
」
か
ら
成
っ
て
ゐ
る
。
一
つ
は
所
謂
市
民
精
紳
で
あ
り
、
他
は
企
業
精
耐
で
あ

る
。
前
者
は
大
健
に
於
て
保
守
的
左
傾
向
を
帯
び
た
も
の
で
、
慌
し
み
深
〈
、
自
制
的
で
あ
り
、
従
て
節
倹
を
重
ん
や
る
と
云
ふ
風

が
あ
る
。
例
へ
ば
フ
ラ
ン
ク
リ

y
そ
の
他
の
道
徳
を
見
れ
ば
よ
〈
わ
か
る
。
吹
に
企
業
精
榊
は
そ
れ
に
反
し
て
大
関
に
於
て
進
歩
的

に
し
て
、
冒
険
を
好
む
と
云
ふ
風
が
あ
る
。
従
て
前
者
の
市
民
精
神
か
ら
は
、
保
守
的
危
自
制
と
節
倹
と
の
故
に
自
家
の
生
計
と
云

ふ
と
と
が
最
大
の
関
心
と
た
る
に
針
し
、
後
者
の
企
業
精
神
か
ら
は
進
歩
的
左
活
動
と
冒
険
と
の
故
に
、
企
業
へ
の
闘
心
が
進
展
せ

し
め
ら
れ
た
と
見
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
か
く
て
近
世
の
資
本
主
義
枇
曾
の
指
導
的
精
榊
は
、
賞
は
乙
の
矛
盾
し
た
二
種
の
方
向
を

持
っ
た
も
の
L
統
一
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
わ
か
る
。
従
て
金
値
と
し
て
は
資
本
主
義
枇
舎
特
有
の
経
済
的
関
心
の
増
大
と
い
ふ
こ

a. a. O. S. II. 
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と
の
中
に
、
個
的
に
は
生
計
を
、
枇
合
的
に
は
企
業
を
と
云
ふ
風
に
・
な
っ
た
と
見
る
と
と
が
向
来
る
。

更
に
新
数
倫
理
に
つ
い
て
述
べ
る
に
、
乙
れ
は
ま
づ
大
関
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
印
私

J

初
め
に
は
ル

l
テ
ル
の
考
へ
や
影
響
で
る

り
後
に
は
カ
ル
ヴ
イ
=
ズ
ム
の
そ
れ
で
あ
る
。
ま
づ
ル

I
テ
ル
の
考
へ
の
特
徴
が
、
信
仰
・
自
由
・
個
性
等
を
重
ん
じ
て
大
韓
に
於

τ

内
的
傾
向
が
強
い
と
い
ふ
黙
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
職
業
観
に
つ
い
て
も
よ
く
そ
れ
を
示
し
て
ゐ
る
。
部
ち
人
々
が
震
に
救
済
さ
れ

る
の
は
、
特
別
に
差
別
さ
れ
た
る
身
分
ゃ
、
業
等
に
よ
っ
て
注
さ
れ
る
の
で
は
泣
く
、
会
く
啓
示
K
劃
す
る
信
仰
に
よ
る
の
み
T
あ

る
。
従
で
従
来
は
よ
り
潔
め
ら
れ
た
る
生
活
と
し
て
僧
侶
の
身
分
に
な
る
と
い
ふ
と
と
が
、
特
に
選
ば
れ
た
る
も
の
と
い
ふ
意
味
と

放
れ
り
、

と
れ
が
召
命
一

5
2
-芝
と
い
ふ
と
と
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
ル

1
テ
ル
は
そ
れ
に
反
謝
し
て
、
「
謹
ば
れ
る
」
と
い
ふ
こ
と
‘

…
岬
の
但
命
配
受
け
る
と
い
ム
ピ
と
は
、
何
も
特
別
な
身
分
に
な
お
」
い
ふ
と
と
で
は
な
い
。
特
に
引
き
抜
か
れ
も
と
い
ふ
の
で
は
な

い
。
選
ば
れ
、
召
命
を
受
け
る
と
い
ふ
こ
と
も
、
「
そ
の
揚
庭
に
於
て
」
Y

あ
る
。
即
ち
奥
へ
ら
れ
、
備
へ
ら
れ
た
庭
、
身
分
・
地
位

に
あ
っ
て
、
奥
へ
ら
れ
た
る
業
に
於
で
、
あ
り
得
る
も
の
と
し
た
。
故
に
所
謂
世
俗
的
職
業
と
い
ふ
も
の
が
桜
め
て
高
い
債
値
が
る

る
も
の
と
云
ふ
と
と
に
な
っ
た
。
彼
が
従
来
宗
教
的
に
の
み
、
而
も
僧
侶
的
に
の
み
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
た
召
命
と
い
ふ
意
味
の

L
U
E守

を
ぽ
、
世
俗
的
職
業
を
も
同
時
に
意
味
す
る
様
に
友
し
た
の
で
あ
る
。
少
く
と
も
明
確
に
か
h

る
と
と
を
云
ひ
、

且
つ
大
い
た
る
影

響
を
奥
J¥  

た
と
し、

.，t，. 
の
』ま
t皮
で-

dう
る')。

こ
れ
彼
の
職
業
観
の
重
要
た
る
所
以
で
る
る
。
要
之
.

ル
l
テ
ル
は

E
E
Z
「
の
概
念
を
ぽ
位

俗
的
職
業
を
b
示
す
に
用
ひ
し
め
た
と
云
ふ
と
と
が
、
彼
を
し
て
職
業
を
ぽ
天
職
左
り
止
せ
し
め
た
所
以
で
あ
る
。

次
に
カ
ル
ヴ
イ
一
二
ズ
ム
の
考
へ
に
於
て
は
、

ル
1
テ
ル
の
影
響
を
受
け
た
も
の
に
は
建
ひ
た
い
が
、
強
い
て
差
異
を
述
べ
る
と
‘

こ
れ
は
犬
髄
に
於
て
外
的
友
る
傾
向
を
帯
び
る
。
人
が
救
は
る
h

の
は
信
仰
に
上
る
こ
と
勿
論
で
る
る
が
、
恩
寵
に
封
ず
る
責
任
と

職
業
の
意
義
と
問
題

第
四
十
五
巻

豆
七

第

披

O 
ブむ
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職
業
の
意
義
、
と
問
題

い
ふ
賭
及
び
信
仰
の
確
さ
と
い
ふ
黙
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
て
静
寂
主
義
で
は
友
く
て
、
概
し
て
活
動
主
義
で
る
る
。
行
鶏

第
四
十
五
巻

第

披

O 

二
五
八

や
方
法
、
態
度
に
も
可
成
り
の
重
要
性
を
持
た
し
め
る
。
制
度
や
義
務
に
劃
し
て
も
闘
心
を
持
た
し
め
、
全
般
と
し
て
勤
勉
宜
要
求

す
る
。
そ
れ
は
要
す
る
に
「
神
の
築
光
の
た
め
に
」
と
い
ふ
自
己
の
職
八
刀
を
果
す
と
一
式
ふ
こ
と
左
の
に
か
ら
で
あ
る
。

各
自
の
働
き

が
、
そ
の
ま
L
榊
の
業
の
金
剛
聞
の
一
一
部
を
た
す
と
い
ふ
の
で
め
る
。
カ
ル
U
V

イ
ニ
ズ
ム
が
勤
勉
・
節
倹
を
重
ん
や
る
た
め
に
特
に
禁

、
、
、
、
、
、

欲
主
義
吃
採
る
。
殊
に
宥
名
な
る
現
世
的
禁
欲
主
義
と
て
、
中
世
の
隠
遁
的
な
る
修
道
院
的
禁
欲
主
義
で
は
な
く
し
て
、
現
世
の
、

世
俗
の
冊
軌
跡
仰
の
只
中
に
ー
前
動
の
山
J

に
勲
州
m-
節
約
払
山
知
た
ら
λ
と
す
る
。
こ
の
桁
・
仰
の
影
響
が
側
め
と
犬
た
お
も
の
が
あ
る
と
さ

れ
て
ゐ
る
。

要
す
る
に
、
新
教
倫
理
が
如
何
に
近
世
の
一
職
業
観
に
劃
し
て
影
響
を
輿
へ
た
か
と
云
ふ
に
、

於
て
個
的
・
内
的
在
る
黙
が
強
調
さ
れ
、
正
に
天
峨
を
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
カ
ル
ヴ
イ
ニ
ズ
ム
か
ら
は
そ
の
祉
曾
的
・
行
儀
的
恋

ル
1
テ
ル
か
ら
は
そ
の
同
芯
E
『
視
に

る
黙
が
強
調
さ
れ
て
職
分
の
考
へ
に
近
い
も
の
を
提
供
さ
れ
た
と
い
ふ
こ
と
を
知
っ
た
。
仇
ち
、
先
司
書
局
長
示
し
た
る
資
本
主
義
精
神

に
つ
い
て
は
、
市
民
精
榊
と
企
業
精
紳
と
か
ら
生
計
と
企
業
と
の
考
へ
が
出
て
来
た
こ
と
を
示
し
、
今
ま
た
新
教
倫
理
か
ら
は
ル
1

テ
ル
よ
り
天
職
と
カ
ル
ヴ
イ
エ
ズ
ム
よ
り
職
分
に
近
い
考
へ
を
取
り
出
す
こ
と
が
出
来
た
。
と
れ
必
や
し
も
牽
強
附
舎
で
は
た
い
と

思
ふ
が
、
先
き
に
示
し
た
る
ウ
エ

l
パ
l
の
職
業
観
の
四
つ
の
種
類
に
自
ら
符
合
す
る
の
を
見
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
新
教
倫
理

と
資
本
主
義
精
紳
」
と
い
ふ
の
は
、
要
之
、

こ
れ
ら
四
穫
の
意
義
の
相
互
の
関
係
を
問
題
と
し
た
の
で
あ
る
と
も
云
ふ
こ
と
が
出
来

る
で
あ
ら
う
。

一一一

この思想は既にTauler 宇 Eckhartに現は寸したが、明治通に世俗的職業を指し
て"Beruf"なる言葉を使用したのは、ルーテルが翠脊練諜に於て用ひたり
を以て初品とナる。 M. Weber: G.A.R. 1， S. 66. I-I. f'esch‘Lehrbuclt der 
Nationalokonomie 11， 19盟， S. 658 参照

4) 



以
上
に
よ
っ
て
職
業
の
意
義
に
つ
い
て
、
現
代
特
に
問
題
と
な
っ
て
ゐ
る
も
の
、
及
び
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

I
パ
I
の
職
業
観
た
る

も
の
を
概
略
窺
っ
て
見
た
の
で
あ
る
が
‘

そ
と
に
於
て
我
h

は
職
業
の
意
義
に
つ
い
て
、
大
膿
阿
つ
の
考
へ
方
が
あ
る
と
と
を
墜
ん

だ
。
ま
づ
外
的
左
方
向
に
於
て
は
、
第
一
に
生
計
を
、
第
二
に
企
業
を
。
そ
れ
か
ら
門
的
左
方
向
で
は
、
第
一
に
丈
峨
を
、
第
二
に

は
職
分
を
。
以
上
四
つ
の
種
類
が
あ
る
こ
と
を
漣
ぺ
た
。
そ
こ
で
更
に
、

と
れ
ら
四
つ
の
職
業
の
意
義
に
つ
い
て
、
更
に
歴
史
の
上

で
如
何
陀
愛
還
さ
れ
た
か
と
云
ふ
黙
を
見
て
見
た
い
。
邸
ち
職
業
の
意
義
を
動
的
に
考
察
し
て
見
た
い
と
思
ふ
の
で
る
る
。

職
業
の
意
義
に
つ
い
て
歴
史
的
に
考
察
す
る
に
営
っ
て
、
そ
れ
を
極
〈
古
い
へ
プ
ラ
イ
や
ギ
リ
シ

γ
の
時
代
か
ら
愛
護
の
跡
を
た

ど
る
と
一
玄
ふ
と
と
は
叡
め
て
興
味
深
い
。
ま
た
有
意
義
訟
と
と
と
思
ふ
が
、
そ
れ
吋
別
の
機
曾
に
議
り
、

い
ま
は
車
に
中
世
と
近
世

と
亡
コ
ハ
「
二
託
久
日
成
τ¥
亡
主
、
ご
円
。

t
i
t
-
K
F
品
川
田

;
:
j
j
t

t
J
J
h
F
廿
一
ヲ
サ
主
士
雪
主

J
J
J
t
l
o
J
E
d
T
J
 
ι-
コ↓ム
k
dヨ
北
井

h
u
E
八、、亡、

4
u
d
T
4
f
i
t
4
f
 
藍
HJ
訂

JB
定
一
司
工
夫
、
予
コ

F
F
了
う
コ

4冷
'
-
7
h日
傍

若

1
-
A
ロ吋
J
4
t
q
t
J
刀
V

F

b

l

引

d
J

た
と
云
は
れ
る
が
、

と
れ
に
針
し
て
近
世
の
市
民
社
舎
は
、
営
利
的
な
各
個
的
左
傾
向
に
立
っ
て
ゐ
る
と
云
ふ
と
と
が
出
来
よ
う
。

凡
て
壮
舎
の
構
成
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
を
制
度
的
・
量
的
た
方
面
か
ら
観
察
す
れ
ば
、
統
儲
を
中
心
と
す
る
か
、
個
棋
を
中
心
と
す

る
か
で
、
統
鎧
的
と
個
閥
的
と
の
匝
別
が
出
来
よ
う
と
忠
ふ
。
こ
れ
は
或
は
量
的
な
匝
別
の
標
準
と
も
云
へ
ょ
う
が
、
こ
れ
に
針
し

て
寧
ら
質
的
な
匝
別
を
立
て
る
と
す
れ
ば
、
心
的
か
物
的
か
に
よ
っ
て
、
主
観
的
か
客
観
的
か
又
は
内
的
か
外
的
か
、
或
は
倫
理
的

か
経
済
的
か
と
も
な
る
と
一
玄
へ
ょ
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
粧
台
の
作
間
に
つ
い
て
述
べ
る
と
と
で
あ
る
。
か
L

る
枇
合
目
構
成
に
つ
い
て

の
二
様
の
標
準
を
以
て
、
中
世
と
近
世
と
を
比
較
し
て
見
る
と
、
一
玄
ふ
ま
で
も
左
〈
中
世
封
建
枇
舎
は
、
大
般
に
於
て
制
度
的
に
は

統
閥
的
で
る
り
、
作
用
的
に
は
倫
理
的
で
る
り
、

近
世
市
民
枇
舎
は
制
度
的
に
は
個
徴
的
で
あ
り
、

作
用
的
に
は
粧
済
的
で
あ
る
と

云
へ
ょ
う
。
そ
と
で
今
こ
れ
ら
の
時
代
的
特
性
と
そ
れ
ら
の
職
業
視
の
特
徴
と
を
関
聯
し
て
考
へ
て
見
る
と
.
ま
づ
中
世
封
建
吐
合

職
業
の
意
義
と
問
題

第
四
十
五
巻

主

プじ

第

銃



職
業
の
怠
義
と
問
題

第
四
十
五
巻

第

披

ノ、

O 

の
最
も
典
型
的
た
も
の
と
し
で
十
=
一
柑
紀
頃
(
例
へ
ば
ト
マ
?
ア
キ
ナ
三
の
考
へ
佐
見
れ
ば
、
自
ら
統
般
的
・
倫
理
的
で
あ
る
。
と
れ

は
即
ち
職
分
の
考
へ
を
最
も
よ
く
代
表
す
る
。
次
に
中
世
末
期
、
近
世
初
頭
の
十
六
世
紀
(
例
へ
ば
ル
1
テ
と
に
於
て
は
個
億
的
・
倫

理
的
で
る
る
故
に
、
白
ら
天
峨
の
考
へ
で
る
る
。
第
三
に
そ
の
宗
教
改
革
の
後
期
即
ち
近
世
的
色
彩
が
充
分
濃
ぐ
左
っ
た
十
七
世
紀

(
例
へ
ば
バ
ッ
ク
ス
ぷ
1
)
に
は
個
惜
的
・
経
憐
的
と
い
ふ
と
と
が
出
来
よ
う
。
従
て
自
ら
生
計
の
考
へ
に
近
〈
た
る
。
更
に
近
世
市
民
枇

合
の
典
型
期
と
し
て
の
十
九
世
紀
に
は
統
閥
的
・
紙
、
掛
的
で
あ
る
。

従
て
職
業
も
亦
統
惜
的
と
な
り
、

、

明

、

、

E
t牧
之
主
へ
止
海

E
Eゐ
t
白
ヨ

ゴ

i
z
-
-ノ
I
J〕一三
Z
A
Z
E
-
-

、級と
も
一
五
は
る
べ
き
も
の
と
た
っ
た
。

要
之
、
中
世
の
頂
上
か
ら
近
世
の
頂
上
ま
で
の
一
一
波
長
と
も
云
ふ
ぺ
き
期
間
の
四
つ
の
額
著
左
る
時
黙
を
採
っ
て
、
そ
と
に
色
L
R

の
職
業
に
つ
い
て
の
考
へ
方
を
示
す
と
、

職
分
|
|
天
峨

|
l生
苛
l
l企
業
の
四
つ
の
順
序
に
並
べ
ら
れ
る
の
を
見
る
で
あ
ら

ぅ
。
而
も
我
々
は
極
〈
最
近
に
於
て
、
世
界
大
戦
後
の
時
代
的
愛
動
期
に
這
入
っ
て
、
統
般
的
・
倫
理
的
傾
向
が
強
ま
り
、
翠
な
る

企
業
と
い
ふ
如
き
経
済
的
・
統
憾
的
友
も
の
か
ら
進
ん
で
倫
理
的
友
も
の
を
採
り
入
れ
る
傾
向
に
友
っ
た
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
よ
う
。

と
れ
は
取
り
も
直
さ
や
「
職
分
」
の
考
ヘ
に
再
ぴ
近
づ
き
戻
っ
て
来
た
と
も
云
へ
る
。
勿
論
と
の
峨
分
は
、
中
世
の
そ
れ
と
金
〈
同
じ

シ
ユ
バ
ン
の
職
分
協
同
般
の
考
へ
の
如
き
は
正
に
そ
れ
で
あ
る
。

で
る
る
筈
は
な
い
が
、
大
剛
胞
に
於
て
そ
の
方
向
に
あ
る
と
一
五
へ
る
。

更
に
同
じ
流
れ
を
汲
む
ド
ウ
ン
ク
マ
ン
に
至
つ
て
は

d

進
ん
で
個
憾
的
特
性
と
し
て
の
天
賦
を
重
ん
じ
、

そ
れ
を
見
出
し
、
養
成
せ

し
む
る
に
蛍
つ
て
の
資
際
政
策
を
掲
げ
て
さ
へ
ゐ
る
の
で
あ
る
。
か
L

る
情
勢
を
静
か
に
眺
め
て
見
る
な
ら
ば
・
我
々
は

E
う
し
て

も
中
世
末
期
、
宗
教
改
革
初
期
に
現
れ
た
る
時
代
的
変
動
期
の
諸
情
勢
を
忠
ひ
出
さ
ピ
る
を
得
た
い
。
そ
し
て
同
時
に
職
分
と
天
臓

と
い
ふ
、
統
槌
的
・
倫
理
的
在
職
業
翻
が
今
ま
た
強
く
要
求
さ
れ
て
来
た
の
を
見
る
の
で
あ
色
。

(
了
)
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