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第
四
十
六
巻

五
七

第
四
説

七
回

凪斉

~ 

職

分

官、、、.

職

業

1
I
M
F
-
F
7
 MY
職

業

翻

の

特

質

|

|浬

崎

堅

遁

目
攻

(ー〉
は

し
:zj， 

き

(二)
世
イ替
的
職
業
反》

是
両君、

巨
人
と
職
業
主
の
分
離

(四)
職
業

劃
す

る

態
度

(五〉
む
す

v' 

ル
1
テ
ル
の

ヨ
回
母
国
つ

の
意
義
に
関
し
で
は
、
大
韓
二
つ
の
方
面
か
ら
考
察
さ
れ
る
と
忠
ム
。

一
つ
は
そ
れ
が
近
世
的
た
世
俗

職
業
の
是
認
に
謝
し
て
根
擦
を
奥
へ
た
、
卸
ち
資
本
主
義
精
神
の
勃
興
に
力
を
興
へ
た
、
従
て
そ
の
活
動
的
友
、
替
業
的
-
注
意
味
を

輿
へ
た
と
す
る
結
で
あ
る
。

と
れ
に
つ
い
て
は
、
か
の
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ

1
パ
ー
が
ル

1
テ
ル
の
ζ

図
。

E
「

R

並
に
カ
ル
ヴ
ィ
ユ
ズ

ム
の
現
世
的
禁
欲
主
義

2
-
o
E
E
R唱
日

-
E口
『
叩
〉
印

r
g叩)

に
つ
い
で
述
べ
た
こ
と
に
よ
っ
て
端
初
を
褒
し
た
と
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
併

し
少
く
と
も
ル

1
テ
ル
の

ご
回
ω『
C

『

.
2

に
闘
す
る
限
り
は
、
そ
の
引
詮
は
や
L
性
急
で
は
な
か
っ
た
か
、
ま
た
は
云
ひ
過
宮
で
は
な

か
っ
た
か
と
思
ふ
。

ル
1
テ
ル
の

z
F
E『

R

は
そ
の
言
葉
の
使
用
に
関
す
る
限
り
、
末
だ
十
分
に
活
動
的
た
積
極
的
在
職
業
の
意



味
を
含
ん
で
ゐ
な
い
。
極
め
て
静
態
的
な
地
位
、
扶
議
、
身
分
と
云
ふ
如
き
意
味
に
使
用
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
思
は
れ
る
。
そ
と
で

突
に
は
、

が
そ
の
様
に
極
め
て
静
態
的
な
地
位
、
欣
態
、
身
分
の
意
味
に
用
び
ら
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

ル
l
テ
ル
の
ご

-
W
2
2「

島
内

そ
れ
は
中
世
ス
コ
ラ
の
「
時
分
」
(
∞

EL)
と
は
如
何
に
違
ふ
の
だ
ら
う
か
と
云
ふ
こ
と
が
自
ら
問
題
に
な
る
と
忠
ふ
。

そ
と
で
・
な
ほ

止t
(D 

と
の
比
較
と
云
ふ
と
と
は
、

査
し

w
w

∞宮コ斗町民

取
り
も
直
さ
や
現
代
の
所
謂
一
職
分
L

思
想
と
の
比
較
・
ど
も
友
る
こ
と
で
あ
る
。

現
代
の
「
峨
八
刀
」
は
、
近
世
初
頭
以
来
の
特
徴
た
る
個
鰹
的
、
替
利
的
な
る
考
へ
方
に
や
k
針
蹴
的
友
も
の
を
示
し
つ
L
あ
る
、
印
ち

中
世
へ
の
反
省
が
た
さ
れ
つ

L
あ
る
と
云
ふ
こ
と
に
友
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
と
で
本
文
で
は
、
主
と
し
て
そ
の
第
二
の
問
題
た
る
ル
1
一
ア
ル
の

が
、
中
批
ス
コ
ラ
の
唱

2
3
2
町
内
叉
は
現
代
の

匂

-W2.
ロで‘

諸
「
峨
八
A
」
旧
川
畑
仙
と
比
校
ず
る
な
ら
ば
、
如
何
な
る
特
徴
を
一
不
ナ
?
あ
ら
う
か
と
一
広
ふ
駄
を
問
題
と
し
て
見
た
い
、
ぞ
し
て
そ
れ
乞
ル

ー
テ
ル
の
思
想
一
般
の
根
撲
か
ら
明
か
に
し
て
見
た
い
さ
忠
ふ
の
で
あ
る
。

一一

ル
1
テ
ル
が
寛
際
に
用
ひ
た
こ
図
。
E
『

と
云
ふ
言
葉
の
意
味
に
於
て
は

ウ
エ

1
パ
l
の
云
ふ
ほ
ど
近
代
的
た
活
動
的
又
は
替

業
的
な
意
味
は
未
だ
十
分
に
は
含
ま
れ
て
ゐ
友
い
。
け
れ

E
も
世
俗
的
峨
業
是
認
の
思
想
に
就
て
は
、
確
陀
ル
1
テ
ル
に
於
で
あ
り
、

そ
の
特
徴
の
一

っ
と
し
て
教
へ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
思
想
を
ぽ
、
色
々
た
街
一
所
で
、
ま
た
色
々
友
一
言
葉
を
以
て
云
ひ
現
は

《主』

し
て
ゐ
る
。

)
 

カ
ー
ル
・
ホ
ル
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
ル
1
テル
0

3

国

0
2
『
去
に
闘
す
る
用
法
は
大
僅
四
つ
あ
っ
て
、
一
ヨ
出
2
2
『
R

が
由
時
自
白

身
分
)
又
は
〉
百
円
(
職
務
)
の
意
味
の
場
合
、
斗
u

祖
国
内
ヨ
『
R

が

回

2
ロ
P
B問
(
召
命
)
の
意
味
の
場
合
、
」
~
一
ミ
同
ロ
司
風
向
が
国
型
ロ
『
(
職
業
)

(

(
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職

分

と

職

業

第
四
十
六
巻

七
プt

五
七
四

第
四
披

味
す
る
場
合
、
四

3
0
1
2
R
が
国
司
ロ
『
又
は
山
内
自
品
を
意
味
す
る
場
合
を
畢
げ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
第
三
の
場
合
(
主
と
し
て
コ
リ
ン
ト
前
書

七
章
)
の
例
を
以
て
ウ
エ

1
バ

1
の
所
論
を
隷
護
し
て
ゐ
る
が
、
そ
の
用
例
で
も
明
か
に
わ
か
る
様
に
、
そ
の
真
意
は
地
牧
と
か
身
分
と
か
の
静

態
的
意
味
に
過
ぎ
な
い
。
向
、
こ
れ
ら
カ
ー
ル
・
ホ
ル
の
掲
載
し
た
文
献
を
、
年
次
別
に
し
て
見
る
と
、
設
倫
明
に
は
一
耳
へ
な
い
け
れ

E
も
、
大
世

に
於
て
、
初
め
の
頃
は
出
向
E
P丘
町
(
召
命
)
の
意
に
用
ひ
ら
れ
る
こ
と
が
多
〈
、
後
に
至
っ
て
次
第
に
出

Z
E
(地
杭
・
身
分
)
の
意
に
用
ひ
ら
れ

る
様
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

I 

E 

w 

E 

1

7

J

A

 

V

悔
い
の
ロ
戸
【
目
a
M
M
U門

m
W
2
Q

切
出

2
5
で
f
刷
。

E
P口
問

-WC円
《
山
内

H
M
E
U国
内

E
F
町
内
釦
ロ
【
同

-w~pz時
E
H回
白
河
口
『

五互E五

四

王乙王E

七六五

主E

一一一一一一

五九

五五五五

丹、O 

四

そ
と
で
次
に
、
そ
の
世
俗
的
の
峨
業
是
認
の
思
粗
山
の
根
嫁
を
明
か
に
し
よ
う
と
す
る
に
営
っ
て
、
大
健
三
つ
の
黙
に
つ
い
て
述
べ

た
い
と
思
ふ
。
そ
の
第
一
は
創
造
秩
序
に
闘
す
る
彼
の
考
へ
方
で
あ
る
。
創
造
の
秩
序
に
於
て
、
創
ら
れ
た
る
も
の
は
線
て
よ
し

8
と

玄
ふ
の
は
、

ル
1
テ
ル
に
隈
ら
や
基
督
教
本
来
の
考
へ
方
で
あ
る
@
の
ち
、
自
然
も
人
間
も
枇
舎
の
秩
序
も
本
来
創
ら
れ
た
る
も
の

と
し
て
悉
〈
榊
の
業
で
あ
り
、
一
肺
の
賜
物
で
あ
り
、
一
紳
の
像
で
あ
り
、
ま
た
此
の
世
は
一
刊
の
舞
萎
ず
も
あ
る
。
従
て
そ
と
に
於
け
る

J. Cl!lvin， Inst. 1. .5. 5・

創tlt言日 1:31，テモテ前 4:4
骨1)世記第一章，第二章.
M. Luther， W. A. 19， 360， 1.9・

〉

)

)

4
3
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入
聞
の
在
り
方
ま
た
替
み
と
し
て
の
峨
業
は
、
山
一
品
然
に
良
か
ら
ざ
る
も
の
な
く
、
一
岬
の
も
の
友
ら
ぎ
る
は
な
い
。
勿
論
こ
の
「
一
珊
の

M
i
 

民
一
に
つ
い
て
は
、
近
時
自
然
一
留
学
の
問
題
に
闘
し
て
喧
し
く
論
ぜ
ら
れ
つ
L
あ
る
と
こ
ろ
た
る
も
、
兎
に
角
、
創
造
と
し
て
の
向

然
並
に
入
閣
が
、
紳
の
御
意
に
依
っ
た
も
の
と
す
る
と
と
は
、
何
れ
の
側
か
ら
す
る
も
、
聖
書
に
於
て
明
か
で
友
け
れ
ば
左
ら
・
泣
い
。

い
ま

i
N
I
テ
ル
の
此
の
創
造
秩
序
の
考
へ
を
述
ぺ
る
に
首
っ
て
、

一
原
カ
ト
リ
ッ
ク
の
自
然
に
閲
す
る
考
へ
を
参
照
し
て
置
か
う
左

思
ふ
。カ

ト

q
ツ
ク
の
伊
貯
は
、
常
に
目
に
見
え
て
直
接
的
に
、
菩
な
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ
じ
て
凡
て
は
を
の
自
然
の
上
に
立
つ

て
ゐ
る
。
動
植
物
も
入
聞
も
制
度
色
。
そ
し
て
そ
れ
ら
一
切
は
自
然
法
の
下
に
秩
序
付
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
生
来
在
り
の
ま
L

の
人
間

日
が
仮
令
慈
し
き
も
の
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
は
不
完
全
と
一
広
ふ
と
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
質
の
相
兵
で
は
な
く
し
で
程
度
の
売
で
あ
る
。

そ
の
不
完
全
を
楠
は
ん
が
た
め
に
は
.
理
性
を
遁
す
こ
と
、
即
ち
益
々
理
性
的
と
た
る
と
と
に
あ
る
。
理
性
的
と
な
る
と
と
に
よ
っ

て
自
然
法
と
合
致
す
る
。
従
て
一
例
の
品
目
と
も
合
致
す
る
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
。

か
く
の
如
く
人
間
の
位
置
は
自
然
の
上
陀
あ
る
け

れ
ど
も
、

自
然
と
人
聞
と
は
か
く
て
直
接
的
に
程
度
の
差
と
た
る
。

か
〈
の

そ
の
根
底
は
却
て
自
然
の
方
に
あ
る
と
と
に
な
る
。

如
く
同
然
を
特
に
重
ん
や
る
と
い
ふ
所
を
見
る
と
、

一
見
ル

l
テ
ル
の
創
造
秩
序
と
よ
ぐ
似
て
ゐ
る
様
で
あ
る
が
、
賞
は
そ
と
に
非

常
に
違
っ
た
も
の
が
あ
る
。

ル
1
一
ア
ル
の
創
造
秩
序
は
、
章
一
な
る
自
然
で
は
な
い
。
向
然
以
前
の
自
然
と
も
云
は
る
ぺ
き
も
の
で
あ

る
。
目
に
見
え
て
、
あ
そ
乙
に
と
L

に
と
指
示
し
得
る
も
の
で
は
左
い
。
云
は
ピ
我
々
の
意
識
以
前
の
存
在
で
あ
る
。
後
に
述
べ
る

様
に
、

ル
1
テ
ル
の
人
間
現
在
の
罪
悪
観
又
は
終
末
視
に
立
つ
も
の
と
し
て
、
到
底
現
費
そ
の
ま
弘
氏
創
造
秩
序
の
世
界
が
見
え
る

と
す
る
と
と
は
出
来
な
い
。
然
ら
ば
ル

1
テ
ル
の
創
造
秩
序
と
し
て
の
白
然
と
は
何
で
あ
る
か
。
何
庭
に
あ
る
か
。
ま
た
何
時
来
る

職

分

と

職

業

第
四
十
六
巻

五
七
五

七
七

第
四
競

‘Imago Dei' 
特に E.Bn.lnnerの"Natur und Gnad e “~ 1~:~34 が闘で以来、 K. Barth の
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第
四
十
六
巻

五
七
六

第
四
披

七
λ

か
。
彼
は
正
に
人
聞
の
本
質
的
存
在
と
し
て
の
ア
ダ
ム
、

エ
バ
、
墜
落
以
前
の
彼
等
と
、
柴
闘
と
し
て
の
世
界
を
示
し
た
も
の
で
あ

る
J

従
て
一
切
の
根
底
に
、
隠
さ
れ
て
存
在
し
て
は
ゐ
る
が
、
向
我
々
の
意
識
に
は
今
上
つ
て
は
ゐ
な
い
と
と
る
の
も
の
で
る
る
。

将
来
確
に
賞
さ
れ
る
と
と
を
約
束
さ
れ
た
る
希
望
の
世
界
と
も
云
へ
る
。
蓋
し
、
創
也
秩
序
と
は
此
の
如
き
・
自
然
以
前
の
自
然
、

日
に
見
え
な
い
、
我
ら
の
意
識
に

k
り
得
泣
い
自
然
で
あ
る
。

ん
1
テ
ル
は
か
L

る
意
味
に
於
て
、
総
て
の
存
在
を
、
秩
序
を
、

そ
の
根
底
に
於
て
是
認
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
従
て
峨
業
も

亦
す
ぺ
て
一
抑
の
創
造
せ
る
も
の
と
し
て
、
紳
の
命
令
と
し
て
、
一
刊
の
賜
物
と
し
て
本
質
的
に
是
認
せ
ら
れ
る
も
の
と
し
た
。
例
へ
ば

恥
ん
づ
聖
一
峨
陀
つ
い

τ
、
紋
は
非
常
に
是
佐
阪
し
た
か
の
如
〈
思
は
れ
て
ゐ
る
が
、
質
は
必
や
し
も
忌
う
で
同
泣
く
て
、
彼
自
身
が
僧

侶
の
立
蓄
を
破
禁
し
よ
う
と
し
司
な
か
っ
た
と
と
で
も
わ
か
も
ま
た
園
の
統
治
者
に
つ
い
て
、
「
現
世
的
統
治
は
紳
の
秩
序
で
あ
る

と
明
言
し
て
ゐ
る
し
、
ま
た
軍
人
に
つ
い
て
は
、
「
剣
を
持
つ
手
は
榊
の
手
で
あ
る
」
と
云
O
て
ゐ
る
。
ま
た
獄
東
、
刑
一
変
一
の
臓
に
つ

い
て
さ
へ
、
彼
は
「
飲
食
の
如
く
に
必
要
友
り
一

τす
る
。
日
く

「
そ
れ
は
丁
度
良
き
贋
者
と
同
ビ
〈
、
惇
染
病
が
非
常
に
悪
く
重
た
多
い
場
合
位
、
彼
は
手
も
足
も
耳
も
目
も
切
断
し
、
主
た
演
す
己
主
苫
へ
許

ナ
。
己
れ
金
身
を
救
叫
ん
が
た
め
で
あ
る
。
彼
は
恐
る
し
昔
、
情
な
き
人
の
如
〈
篤
る
。
け
れ
E
も
、
か
f
す
る
己
と
に
よ
っ
て
救
ひ
命
自
ら
の
民
、

貨
に
於
て
彼
が
卓
越
せ
る
信
ず
べ
き
人
な
p
ξ

せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
よ
き
某
督
者
の
業
主
な
し
た
の
で
あ
ふ
日

と
。
従
て
ま
た
法
律
家
や
器
護
士
、
更
に
僕
粋
の
業
を
も
す
べ
て
神
の
賜
物
と
し
、
み
左
必
要
な
も
の
で
あ
る
と
し
、

紳
へ
の
奉
仕
を
友
す
ぺ
き
も
の
と
し
た
。
商
業
に
つ
い
て
も
、

そ
と
に
於
て

と
れ
は
本
来
必
要
歓
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
、

白我
k

は
-
寅
る

と
か
買
ふ
と
か
い
ふ
こ
と
を
、
担
絶
す
る
と
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
を
人
は
鮫
く
こ
と
を
得
左
い
。
む
し
ら
柴
光
の
た
め
に
仕
へ
し

む
べ
き
で
あ
る
」
と
し
、
次
い
で
細
k

と
、
賃
銀
、
貸
借
、
買
占
、
仲
介
、
金
融
、
利
子
、
運
輸
、
倉
庫
、
保
詮
、
組
合
、
舎
枇
等

K. HolJ， G. A. K. III， S. 216. 
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に
到
る
ま
で
、

一
身
そ
の
一
必
要
友
る
所
以
を
と
き
、

そ
の
菩
肘
を
薦
め
て
ゐ
る
。
殊
に
利
子
に
つ
い
て
は
、
コ
一
度
ま
で
も
説
教
を
試

み
て
ゐ
る
a

そ
乙
に
於
て
、
徴
利
是
認
を
明
言
し
た
。
但
し
後
に
到
っ
て
少
し
く
警
戒
的
に
た
っ
た
け
れ
ど
も
。

ほ
財
産
の
私
有
に
つ
い
て
も
罰
護
し
て
ゐ
る
叫

こ
れ
ら
の
外
、
な

と
れ
ら
ル

1
テ
ル
の
徹
底
し
た
世
俗
峨
業
是
認
の
態
度
を
見
る
と
、
人
は
直
ぐ
表
面
的
に
、
だ
か
ら
彼
は
中
位
に
反
針
し
て
近
世

的
組
百
業
是
認
を
注
し
た
の
で

b
り
、
従
て
市
民
勃
興
に
助
け
を
た
し
た
と
か
、
又
は
彼
の
剣
法
翻
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
向
然
と
何
ら
異

る
と
と
ろ
無
い
で
は
な
い
か
と
云
っ
た
り
、
又
は
現
代
の
プ
ル
ン
ナ
l
の
「
創
浩
秩
序
」
の
方
か
、
よ
り
合
理
的
で
る
る
と
か
云
ふ
。

カ
ト
リ
ッ
ク
の
職
八
労
相
飢
は
、
等
し
〈
創
越
と
し
て
の
ー
ま
た
秩
一
ゆ
と
し
て
わ
自
然
を
担
割
L
、
ま
た
一
切
の
基
底
K
置
さ
、
而
・
も
常

、、
κ良
き
自
然
と
見
倣
し
、
人
聞
の
不
完
全
さ
は
理
性
K
よ
っ
て
楠
は
れ
、
以
て
自
然
法
に
協
ふ
と
と
が
出
来
る
と
な
し
た
。
総
て
、

職
業
の
種
類
は
、
不
完
全
か
ら
完
全
へ
、
低
い
段
階
か
ら
高
い
段
階
へ
と
並
べ
ら
れ
、
非
理
性
的
友
も
の
か
ら
よ
り
理
性
的
た
も
の

一
切
の
創
ら
れ
た
も
の
を
、
夫
々
一
脚
の
賜
物

と
し
て
、
絶
針
的
闘
係
に
置
く
。
相
互
の
比
較
を
許
さ
た
い
。
蓋
し
現
賓
の
世
界
の
底
に
あ
る
、
隠
さ
れ
た
る
創
造
世
界
の
本
質
に

へ
と
、
上
下
の
関
係
に
秩
序
付
け
ら
れ
る
と
と
L
友
る
。
け
れ
ど
も
ル

l
テ
ル
の
は
、

於
て
認
め
ん
と
す
る
か
ら
、
世
俗
的
職
業
も
ま
た
す
べ
て
之
を
認
め
ざ
る
を
得
歩
、
ま
た
逆
に
借
織
を
隠
す
と
一
式
ふ
意
味
に
も
怒
ら

泣
い
。
況
ん
や
世
俗
的
職
業
を
濁
り
貴
し
と
せ
ん
と
し
た
の
で
友
い
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
・
泣
い
。
要
之
、

ル
I
テ
ル
の
創
造
秩
序
観

に
基
い
て
、

一
切
の
職
業
を
ば
榊
の
賜
物
と
し
て
絶
針
的
に
是
認
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。

次
に
第
二
の
理
由
と
し
て
は
、
稿
音
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
創
遣
の
人
間
は
自
然
と
共
に
耐
の
像
で
あ
り
、

そ
の
業
で
あ
勺
た
。

併
し
現
賞
の
人
聞
が
自
然
と
共
に
、
そ
の
ま
土
肺
の
像
な
の
で
は
な
く
、
ま
た
紳
の
業
で
も
泣
い
。
と
れ
ル

1
テ
ル
の
現
寅
の
人
間

職

分

と

職

業

停
四
十
六
巻

五
七
七

第
四
観

七
ブむ
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職

分

と

職

業

第
四
十
六
巻

五
七
八

第
四
裁

丹、

O 

観
で
あ
る
。
現
賓
の
人
聞
は
、
そ
の
中
に
善
と
悪
と
が
戦
ふ
ど
と
ら
で
は
な
い
、
人
間
に
あ
る
と
こ
ろ
は
、
た
ピ
悪
の
み
で
あ
る
。

そ
の
悪
は
、

た
Y
存
在
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
積
極
的
に
善
を
排
し
、
悪
を
主
張
す
る
と
こ
ろ
の
惑
で
あ
る
。
善
在
る
如
〈
に
見
せ

云
は
ピ
空
し
き
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
人
聞
の
行
動
・
作
用
の
一
切
は
悪
以
外
の
も
の
で
は

て
却
て
本
質
は
忍
た
る
も
の
で
る
る
。

友
い
。
従
て
現
賓
人
聞
は
、
例
へ
「
自
然
に
跨
っ
た
L

と
し
て
も
、
そ
れ
は
悪
怠
る
自
然
に
蹄
へ
る
だ
け
で
あ
る
。
段
、
の
自
然
、
隠
さ

れ
た
る
自
然
、
創
出
と
し
て
の
自
然
ヘ
は
、
切
々
の
ま
t
L

で
は
純
針
に
齢
へ
わ
γ

符
た
い
と
し
た
。
か
九
品
思
し
-
曹
人
聞
は
、
自
ら
自
己

を
取
締
る
必
要
が
出
て
来
る
。
そ
れ
が
律
法
で
あ
り
、
辺
住
で
あ
り
、
制
度
で
あ
る
。

-
Z
、
申
ワ
宰
去
コ
H
ノ
ー
、
弔
『
う
コ
士

1t
聖

話

m
f
f・-》
'
b
，U

J
向ノ

d

t

v

、t
d

V

3

1

毎主

は
そ
の
ま
L
で
は
人
聞
が
自
己
の
矯
め
に
用
ひ
る
と
と
る
の
、
人
間
の
法
で
あ
る
。
従
て
悪
し
き
法
で
あ
る
。
仮
令
、
形
は
良
き
法

の
如
く
あ
っ
て
も
、
人
は
常
に
そ
れ
を
悪
し
〈
用
ひ
て
し
ま
ふ
。
ま
た
此
の
事
は
峨
楽
に
つ
い
て
も
云
へ
る
乙
と
で
あ
っ
て
、
現
寅

に
存
在
す
る
一
切
の
職
業
は
、
悪
し
き
も
の
と
な
っ
て
ゐ
る
。
不
完
全
L
」
云
ふ
如
き
も
の
で
は
な
い
。
貨
の
職
業
の
在
り
方
と
は
質

を
異
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

乙
れ
が
現
寅
に
封
ず
る
ル

1
テ
ル
の
根
本
的
態
度
で
あ
る
。
例
之
、
現
賓
の
聖
職
に
就
て
は
、
そ
の
堕

落
振
り
に
謝
し
て
異
に
仮
借
友
き
ま
で
の
攻
撃
を
し
て
ゐ
る
。
法
王
そ
の
他
に
謝
し
て
、
痛
烈
骨
を
刺
す
様
た
-
言
葉
を
裂
し
た
。
こ

れ
彼
の
最
も
人
口
に
怜
失
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
統
治
者
に
就
て
は
、
如
何
に
屡
士
与
王
が
現
れ
て
人
民
を
苦
し
め
る
も
の
で
あ
る

ー

か
を
解
い
ま
た
農
民
戦
争
に
際
し
て
は
、
如
何
に
農
民
に
反
射
し
警
告
を
し
た
か
は
、
人
の
よ
〈
知
る
と
こ
ろ
で
あ
勺
そ
の
と

き
彼
の
言
動
の
激
し
さ
は
、

迭
に
彼
の
一
生
の
汚
劉
を
作
っ
た
と
さ
へ
云
は
れ
る
程
で
る
る
。

は
殆
ん
ど
盗
賊
に
等
し
い
と
さ
へ
云
山
、
利
子
に
つ
い
て
も
、
寅
際
に
は
徐
り
に
多
く
の
弊
害
が
出
て
、
人
は
た
ピ
利
子
を
取
る
と

と
の
た
め
に
の
み
金
を
貸
し
、
乱
れ
と
と
は
賓
は
恥
ふ

L
L
で
あ
る
と
さ
へ
云
っ
て
ゐ
司
令

商
業
に
つ
い
て
も
、

現
寅
の
商
人

V on unfreien Will印刷.F. W 圃 Schm-idt)，Mun.chon， S. 104 ff. 
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け
れ
ど
も
ル

I
テ
ル
は
、
か
L

る
罪
悪
の
人
間
に
も
拘
は
ら
や
¥
信
仰
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
、
卸
ち
一
榊
ん
」
和
解

す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
人
聞
と
た
り
得
る
。
か
L
る
全
く
内
的
危
費
化
を
経
験
し
、
革
新
を
な
し
た
暁
に
は
、

度
は
愛
っ
て
来
る
h
a

か
L
A

る
新
し
き
人
と
し
て
見
ら
れ
た
る
枇
舎
、
園
家
、
職
業
等
は
す
べ
て
、
新
し
き
も
の
と
見
倣
さ
れ
る
。

そ
の
人
の
態

れ
踊
茸
日
に
引
き
起
さ
れ
た
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
人
間
改
治
の
根
本
動
力
と
な
っ
た
幅
音
が
、
賞
は
世
俗
的
峨
菜
是
認
へ
の
第

二
の
原
因
と
な
っ
売
の
で
あ
る
。

幅
昔
、
卸
ち
一
川
の
愛
に
よ
る
選
揮
と
は
、
例
へ
ば
「
Z

ホ
パ
の
汝
ら
を
愛
し
、
汝
ら
を
撰
び
た
主
ひ
し
は

5
 

汝
ら
が
高
の
民
よ
り
も
数
多
か
り
し
に
困
る
に
あ
ら
ず
、
汝
ら
は
高
の
民
の
中
に
て
最
も
小
さ
き
者
な
れ
ば
な
り
U

と
一
五
っ
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民

が
一
岬
の
港
民
と
せ
ら
れ
た
が
如
く
で
あ
る
。
か
L

る
思
想
は
、
ま
た
多
く
の
土
師
、
預
言
者
を
濯
び
、
所
謂
刀
小
品
を
輿
へ
た
と
き
に

問

問

よ
く
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
タ
ピ
デ
や
ア
モ
ス
は
牧
羊
者
の
中
か
ら
、
ホ
ゼ
ヤ
は
姦
淫
の
実
を
持
ち
攻
が
ら
、
エ

ν
ミ
ヤ
は
年
少
廿
は
あ

盟

岬

っ
た
が
町
田
イ
ザ
ヤ
は
罪
の
身
を
潔
め
ら
れ
て
、
イ
エ
ス
は
大
工
の
子
と
し
て
い
ベ
テ
ロ
そ
の
他
弟
子
の
多
く
は
漁
夫
ま
た
は
取
税
人

の
如
き
卑
し
き
君
が

h
、
パ
ウ
ロ
は
「
幕
屋
製
造
以
を
業
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
不
拘
夫
品
の
召
命
を
受
け
た
が
如
〈
で
あ
る
。

か
く
て
ル

1
テ
ル
の
考
へ
も
亦
、
一
岬
の
召
命
は
必
や
し
も
特
定
の
祭
司
と
か
、
上
流
貴
族
の
も
の
と
か
、
秀
れ
た
る
才
能
の
も
の
と

か
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
友
い
。
却
で
卑
賎
・
謙
遜
.
「
心
の
貧
し
き
も
の
レ
ま
た
「
悔
ひ
し
市
け
し
魂
口
に
こ
そ
輿
へ
ら
れ
る
も
の
と
左

し
た
。

と
の
踊
菅
の
考
へ
方
が
、
世
俗
一
般
の
職
業
を
も
認
め
、
一
岬
の
備
へ
給
ふ
と
こ
ろ
と
し
よ
う
と
し
た
と
思
は
れ
る
。

更
に
第
三
の
理
由
と
し
て
、
召
命
は
、
そ
の
輿
へ
ら
れ
た
る
庭
に
於
て
、
在
り
の
ま
L
の
赦
態
に
於
て
、
そ
の
業
種
を
指
示
す
る

土
り
特
別
友

と
い
ふ
考
へ
方
に
よ
る
。
選
ば
れ
た
る
峨
菜
と
い
ふ
こ
と
は
、
必
十
し
も
引
き
抜
か
れ
て
、
他
の
も
の
と
は
異
っ
て
、

る
身
分
に
た
る
と
か
、
還
っ
た
階
級
に
這
入
る
と
か
云
ふ
の
で
は
な
い
。
他
に
比
し
て
、

r
v高
い
と
か
、
ト
ト
貴
い
と
か
云
ふ
の

磯

分

と

職

業

第
四
十
六
巻

五
七
九

第
四
観

i¥. 

と
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職

分

と

職

業

第
四
十
六
巻

丹、

五
八

O

第
四
競

で
は
な
い
。
そ
乙
に
於
て
、
そ
の
事
に
於
て
と
云
ム
意
味
の
外
、
他
意
は
な
い
。
従
て
他
と
比
較
し
て
云
三
す
る
と
一
式
ふ
の
で
は
友

ぃ
。
「
引
き
抜
く
」
乙
と
で
は
左
く
し
て
、
「
指
し
示
す
」
こ
と
で
あ
る
。
人
の
側
の
差
等
で
は
友
い
。
一
仰
の
側
の
匝
別
で
あ
る
。
あ
れ

と
こ
れ
と
を
匪
別
し
て
畳
え
ら
れ
る
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
側
の
誇
る
べ
き
何
も
の
で
も
友
い
。
従
て
人
の
聞
の
一
枇
合
的
、

階
級
的
民
別
で
は
な
い
。
祭
司
と
か
、
伶
侶
と
か
ぜ
特
別
に
隼
く
し
て
‘
農
夫
や
靴
屋
や
八
十
日
展
が
上
り
低
い
職
業
だ
と
一
文
ふ
一
乙
左

が
出
来
た
い
と
云
ふ
の
で
あ
る
。

民
之
、

b

f

ノ

v

〉
寸
血
比
九
J

一士、

1
1
H
う
よ
庄
一

H-ノ
J

L

I

ル
ー
テ
ル
の
桜
な
信
仰
的
悔
改
め
に
よ
る
質
的
経
化
と
い
ム
も
の
が
た
い
か
り
し
て
、
現
費

に
、
目
に
見
え
て
、
行
潟
、
業
種
の
差
と
云
ふ
と
と
に
於
て
、
段
階
的
に
程
度
の
差
と
し
て
し
ま
ふ
。
最
も
低
い
も
の
か
ら
、
次
第

に
高
度
の
も
の
へ
と
侠
値
的
に
秩
序
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
L
に
所
謂
ヒ
ヱ
ラ
ル
ヒ
ヤ
枇
倉
秩
序
が
出
来
る
。
反
之

yし

ヲ・

絶
叫
制
的
な
性
質
の
異
り
と
考
へ
る
、

使
命
の
異
る
業
種
の
前
回
別
と
考
へ
る
。

故
に
パ

1
テ
ル
の
分
業
観

ル
の
は
、
先
述
の
如
く
、

は
、
平
面
的
に
、
甲
と
乙
と
の
区
別
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
。
決
し
て
ト
マ
ス
の
如
く
、
上
下
に
、
甲
は
乙
よ
り
も
上
と
云
ふ
闘
係
で

は
た
い
。

ト
マ
ス
た
ど
の
こ
叩

E
E

に
は
常
に
「
身
分
」
と
共
に
る
っ
て
、
切
り
離
す
と
と
が
出
来
友
い
の
に
反
し
て
、

ル
1
テ
ル

一
一
艇
は
そ
れ
と
切
り
離
し
て
考
へ
、
更
に
そ
の
地
位
、
欣
態
等
を
新
し
〈
執
り
直
さ
う
と
し
て
ゐ
る
町
地
位
叉

ι〉

ヱロ
0
2
M
で

h

は:

は
身
分
と
、

一
躍
切
り
離
す
と
云
ふ
こ
と
に
よ
っ
て
、
再
び
そ
の
地
位
又
は
身
分
を
認
め
よ
う
と
す
る
。
故
に
世
俗
的
峨
業

ω
是
認

と
い
ふ
と
と
は
、
既
に
人
と
職
業
と
を
分
離
す
る
と
い
ふ
考
へ
が
含
ま
れ
て
ゐ
‘
怠
け
れ
ば
左
ら
た
い
。

町
俗
的
峨
業
の
是
認
と
云
ふ
乙
と
が
凡

l
テ
λ

峨
業
視
の
第
一
の
特
質
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
と
職
業
と
の
分
離
は
、
そ
の
第
一
一

マダイ '3:55 31) マタイ 4:18 f. 
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の
特
質
で
る
る
。
前
者
が
彼
の
「
三
つ
の
秩
序
」
の
第
一
段
と
し
て
の
創
遣
に
闘
す
る
も
の
で
あ
る
市
と
す
れ
ば
、
後
者
は
第
二
段
と
し

て
の
現
寅
に
闘
す
る
も
の
で
る
る
。

人
と
職
業
と
の
分
離
と
式
ふ
こ
と
は
、
人
特
と
峨
務
と
の
凶
別
と
云
ふ
こ
と
で
も
あ
る
。

こ
の
考
へ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
身
分
的
峨

分
銅
に
は
殆
ん
ど
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
.
近
代

A
想

ω如
く
人
格
の
内
耐
性
に
つ
い
て
充
分
在
る
与
祭
を
持
た
忍
い
と
と
九
で
は
、

と
れ
ま
た
わ
か
り
難
い
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
荒
し
こ
れ
は
人
間
の
公
館
構
也
、
活
動
と
し
て
の
一
門
・
外
府
首

ω
理
解
が
充
分
に
左
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
ず
あ
る
。
勿
請
ル

l
子
ル
の
一
内
的
」
と
は
、
厳
密
に
-
バ
へ
ば
、
山
自
身
と
し
て
も
色
々
に
バ
は
れ
た
の

で
あ
る
が
、
大
憾
に
於
て
彼
自
身
の
内
部
の
倒
的
防
界
を
指
し
た
の
で
あ
り
、
「
外
的
」
と
は
従
て
彼
の
外
部
の
、
帥
+
h

ノ
仙
但
と
帥
と
の

山
附
係
山
川
町
川
作
を
指
し
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
向
そ
の
外
に
‘

t
t
々
が
現
に
普
通
一
バ
ふ
と
と
ろ
の
外
郊
の
町
田
代
印
ち
一
仰
と

ω附
係

よ
り
も
友
ほ
外
の
財
界
、
式
ひ
換
へ
れ
ば
.
身
躍
の
世
界
を
指
す
こ
と
も
あ
る
。
内
的
を
霊
的
と
友
し
、
外
的
を
身
閥
的
と
な
す
乙

と
で
あ
る
。
尤
も
凡

1
テ
ル
自
身
と
し
て
は
、
身
膿
的
と
一
ぶ
っ
て
も
、
山
間
そ
れ
を
岬
と
の
闘
係
の
中
に
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
印
ち

一
切
の
も
の
を
内
な
る
財
界
に
於
て
見
た
と
し
な
け
れ
ば
た
ら
た
い
。
と
に
品
川
、
文
化
問
題
を
取
り
吸
っ
た

現
代
人
か
ら
見
れ
ば

名
く
の
場
合
に
は
、
内
的
と
は
犬
慌
に
於
て
白
己
自
身
の
王
嗣
酬
の
防
界
、

る
致
合
と
云
ふ
意
味
で
あ
り
、
外
的
と
は
反
射
に
他
人
と
の
闘
係
の
耐
凶
作
、
隣
人
と
の
世
界
、
従
て
此
の
前
の
閥
、
図
家
、
此
合
等

を
示
す
揚
合
が
多
い
。
前
者
を
信
仰
の
世
界
と
す
れ
ば
、
後
者
は
業
の
世
界
と
も
云
へ
ょ
う
。

そ
と
に
披
げ
ら
れ
た
る
榊
の
同
.
基
h
U
H

の
凶
又
は
見
え
ざ

そ
と
で
一
峨
業
」
と
云
ふ
も
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
正
に
、

と
れ
ら
二
つ
の
世
界
に
跨
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
否
、
内
な
る
股
界
が
外
友
る
世
界
と
腕
擦
・
関
聯
す
る

と
と
ろ
の
、
云
は
ピ
表
現
の
世
界
で
あ
る
。
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職

分
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第
四
十
六
巻

ノ1
四

五
九

第
四
披

そ
と
で
、

こ
の
内
田
介
、
外
界
の
一
二
陶
の
閥
聯
を
明
か
に
す
る
に
営
っ
て
、
党
づ
雨
者
の
相
異
か
ら
漣
ぺ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ー
テ
ル
は
そ
の
名
著
「
基
督
者
の
自
由
」
に
於
て
、
基
督
者
は
第
一
(
内
的
)
に
「
凡
て
の
も
の
の
上
に
立
つ
自
由
友
君
主
で
あ
っ
て
、

何
人
に
も
従
属
し
た
ど
と
云
ひ
、
ま
た
第
二
(
外
的
)
に
「
凡
て
の
も
の
に
奉
仕
す
る
僕
で
あ
っ
て
、
何
人
に
も
従
属
す
ふ
と
云
つ

て
ゐ
る
。

と
の
矛
盾
は
、
基
替
者
の
持
つ
矛
盾
で
る
っ
て
、

そ
の
を
ミ
直
ち
に
一
般
の
人
に
つ
い
て
見
る
と
と
は
出
来
な
い
。
け
れ

ど
も
根
本
に
於
て
は
、
人
間
一
般
の
本
来
の
一
才
盾
性
か
ら
来
て
ゐ
る
と
と
で
あ
る
。
先
づ
現
在
す
る
人
問
、
我
自
ら
を
執
っ
て
見
る

:
し
屯
羽
吋
目
見
一
ー
し
と
、
争
花
一
主
一
叶
し
と
〕
〉
二
司
」

b
〉
、

R
3
H
亡

t
コ
ピ
セ
ゴ
一
一
3旧一

H
a
E
L
5
0

U

耳、
1
1
司
手
E
オ
7
3
:
f
Z
プ
官
江

J
5
4
由

コ

J
A
t
g
J
-
lノ
J
E
E
2
1

レ

l
F
レ
土
、

y

t

y

t

 

ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
の

故
に
、
そ
の
後
者
の
見
解
を
執
る
。
邸
ち
自
己
自
身
の
構
造
に
於
て
‘
不
統
一
、
否
空
虚
さ
を
さ
へ
看
る
。
人
の
世
の
罪
性
を
看
る
・

反
っ
て
欲
せ
ぬ
所
の
惑
は
之
を
在
す
左
h
l
己
と
は
、
幾
度
も
繰
り
返
へ
さ
ね
ば
た

パ
ウ
ロ
の
「
わ
が
欲
す
る
所
の
善
は
之
を
な
さ
や
、

ら
ぬ
事
寅
で
あ
る
。
第
一
に
、
人
聞
は
自
然
と
は
相
反
し
て
ゐ
る
。
人
聞
は
放
任
さ
れ
る
と
き
決
し
て
自
ら
菩
を
欲
し
且
つ
行
ふ
も

の
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
却
で
悪
の
み
を
峰
崎
す
の
で
あ
る
。
我
れ
釜
口
き
と
と
を
友
し
た
り
と
、
誇
る
の
で
る
る
。
自
然
に
蹄
れ

と
云
は
れ
た
と
こ
ろ
で
、
我
K

は
と
の
ま
L
で
は
民
の
白
然
に
蹄
へ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
自
然
法
に
合
致
す
る
も
の
で
は
な
い
e

と
れ
正
に
近
代
の
端
本
観
的
思
想
傾
向
と
は
著
し
く
異
る
。

と
の
自
然
と
人
間
と
の
相
具
は
.
皐
に
程
度
の
差
で
は
な
い
。
質
の
相
異

で
あ
る
。
矛
盾
・
割
立
で
あ
る
、
排
他
的
闘
係
で
あ
る
。

と
h

に
於
て
峨
業
と
、

そ
の
人
の
内
的
世
界
と
は
、

一
回
全
く
闘
係
が
た

い
と
云
は
な
け
れ
ば
た
ら
ぬ
。

「
た
と
ひ
身
惜
が
司
祭
者
中
聖
職
者
の
す
る
や
う
に
紳
翠
な
服
装
を
荒
け
た
と
こ
ろ
で
、
四
期
魂
に
取
っ
て
何
の
助
け

に
も
な
ら
な
い
。
身
値
が
敬
曾
宇
聖
所
に
在
っ
た
と
し
て
も
無
用
で
あ
り
、
理
器
物
を
扱
っ
て

4
そ
れ
と
同
ピ
〈
、

ま
た
身
般
に
よ
っ
て
祈
祷
を
な
し

断
食
し
北
極
し
、
そ
の
他
身
掛
に
よ
り
ま
た
身
棋
に
於
て
何
時
も
行
は
れ
る
こ
と
の
出
来
る
中
ろ
な
あ
ら
ゆ
る
善
行
を
然
す
と
し
て
も
、

伺
ピ
〈
無
盆 yレ
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で
あ
吾
。
鍍
魂
に
義
と
自
由
と
を
賢
し
奥
へ
る
も
の
は
、
そ
れ
と
は
全
く
遭
っ
た
と
と
る
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
己
ね
一
と
。

そ
と
で
先
づ
人
は
、
内
的
世
界
に
於
で
、
信
仰
に
よ
っ
て
、
榊
と
の
和
解
が
注
さ
れ
ね
ば
友
ら
ね
。

そ
れ
か
ら
「
と
の
信
仰
を
絶

え
や
鍛
錬
し
且
つ
強
化
す
る
こ
と
が
正
に
第
一
の
彼
の
行
ひ
で
友
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
」
そ
こ
に
於
て
買
の
自
由
と
卒
和
と
を
得
、
初
め

て
蓄
を
た
し
得
る
力
が
輿
へ
ら
れ
る
。

と
t
A

に
外
的
・
行
局
的
・
身
分
的
・
職
業
的
な
る
一
切
の
律
法
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
と
一
瓦
ふ

と
と
は
同
時
に
、

と
れ
ら
の
世
界
へ
、
身
健
の
世
界
、
隣
人
へ
の
関
係
へ
這
入
っ
て
行
ワ
て
、

且
つ
同
時
に
自
由
と
な
る
と
と
で
あ

る
。
彼
が
峨
業
と
人
格
と
を
先
づ
巌
別
し
、
内
面
の
世
界
か
ら
力
を
得
る
と
と
に
よ
っ
て
外
国
の
世
界
へ
』
這
入
り
行
く
と
す
る
。

日
〈
「
悪
し
き
行
ひ
が
決
し
て
悪
し
き
人
を
生
守
る
の
で
は
た
く
」
ま
た
一
苔
き
義
し
き
行
ひ
が
決
し
て
善
き
義
し
き
人
を
生
や
る
の

で
同
危
く
」

巨
に
そ
の
反
例
で
あ
る
。
峨
業
の
堤
防
刷
、
地
位
の
上
下
が
人
格
を
健
一
化
せ
し
な
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
現
世
的

統
治
に
は
限
界
が
あ
る
。
帥
ち
岡
家
は
、
紳
の
園
た
主
教
舎
の
内
な
る
世
界
に
針
し
で
は
統
制
・
干
渉
を
す
る
と
と
が
同
来
た
い
と

し
札
。
ま
た
儒
令
悪
し
き
統
治
者
が
現
れ
た
と
し
て
も
、
人
民
は
そ
れ
に
よ
っ
て
心
の
自
由
は
何
等
束
縛
さ
れ
る
と
と
は
な
い
。
却

て
人
民
は
悪
し
き
統
治
者
に
向
つ
で
も
・
得
し
難
き
の
服
従
を
た
し
、
忠
誠
を
悲
し
、
臣
民
と
し
て
の
木
分
を
遷
す
と
と
ろ
の
自
由

を
持
つ
と
し
た
。
軍
人
論
に
於
て
は
、
軍
人
や
死
刑
執
行
者
で
も
、
そ
の
峨
務
と
人
格
と
は
巨
別
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
た
旬
殊

に
軍
人
に
劃
し
て
は
、
彼
等
は
常
に
死
地
に
臨
む
が
故
に
、
桜
め
て
迷
信
深
い
事
費
を
指
摘
し
て
、
だ
か
ら
寧
人
と
雄
も
一
個
の
人

聞
と
し
て
内
左
る
世
界
の
問
題
は
別
に
解
か
る
べ
き
で
あ
る
ョ
乙
誌
に
民
の
魂
の
救
済
が
な
さ
れ
左
け
れ
ば
な
ら
ね
。
若
し
友
さ
れ

得
た
た
ら
ば
.
創
ち
信
仰
を
得
た
な
ら
ば
・
彼
は
初
め
て
異
に
勇
敢
た
る
軍
人
と
左
れ
る
だ
ら
う
と
し
た
。
奴
隷
に
針
し
で
も
亦
、

徒
ら
に
身
分
の
解
放
に
狂
奔
す
る
こ
と
友
〈
、
内
た
る
自
由
を
ま
づ
求
め
よ
と
し
た
@
「
奴
殺
で
も
会
き
某
督
者
と
な
り
得
る
o

某
督
者
白
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第
四
十
六
巻

臼
向
を
持
ち
得
る
。
投
獄
せ
ら
れ
た
乙
凶
人
で
も
、
古
た
州
人
で
も
い
持
督
者
た
る
こ
と
が
同
点
る
」
と
。

職

分

と

職

業

正
九
四

5
d
I
 

第
問
披

守、」、
F
a
F
 

こ
れ
痩
我
慢
で
は
た
い
、
買
に
職
業
を

生
か
さ
ん
止
す
る
者
の
執
る
べ
き
路
で
あ
る
。

四

ル
1
テ
ル
の

ヨロ
2wMで凧

の
立
川
叩
が
、
ま
づ
何
よ
り
も
内
的
立
義
を
平
恨
ん
じ
、
岬
と
の
閥
係
が
問
題
と
友
り
、

J

コ
担
dv
作
L
E
H
r
v
乞

4
6
4千
戸

!
f
7

る
後
、

外
品
川
・
身
階
的
山
界
へ
の
闘
聯
が
生
守
る
。

そ
こ
に
列
的
業
と

L
て
の
慰
震
と
し
ν
ふ
こ
と
が
問
題
と
な
る
職
業
の
ぬ
り

b

I;t 

、、

〆

〆

F
b
-
t
i
:
7
.、
:

〉

31J
ミ

鴻

〉

?

?

〉

)

凡

l
-フ
凡
ド
が
可
吋
可
ド
昨
斗

A
T
L
t
広
ノ
仁
ん
川
」

y-LAι

て
ま
li

Fd

コ己
1ω
ト
Kz
下
回
二
、

r
〉
社
民

E
i
h
H
e
E
L
3
〉

-
0
9
F
う

5

0

がえ

そ
『
叫
ん
U
い
寸
斗
ノ

J
d
山

1
3
4
t
E口
M
E
t
z
d
1
3
5ぐ

Fd

の
峨
業
の
種
類
は
、
夫
々
が
絶
創
的
意
味
を
、
情
、
値
を
持
つ
の
で
あ
っ
て
相
圧
に
比
較
さ
れ
る
闘
係
に
あ
る
の
で
な
い
。
特
に
塩
川
・

、、

俗
の
凶
別
に
反
針
し
、
そ
れ
が
身
分
と
結
合
す
る
こ
と
に
反
針
し
た
。
寸
法
王
、
監
督
、
祭
司
及
び
修
道
院
の
併
が
、
山
県
的
階
紋
と
吋
ば
れ
秒
、

自

訴
伎
、
起
主
、
手
工
業
者
及
び
農
耕
者
が
俗
的
階
級
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
会
〈
勝
手
な
解
制
作
ご
あ
り
、
虚
偽
だ
」
、

-
彼
等
の
所
謂
宗
教
的
の
も
の
と
世

俗
的
の
も
の
と
は
、
要
す
る
に
、
職
務
と
わ
ざ
の
匝
別
以
外
、
他
の
差
別
を
持
た
な
い
、
階
級
の
た
め
の
発
別
は
約
前
し
な
い
一
、

一
ー
そ
は
凡
て
の
爪
背

者
は
、
民
に
域
的
階
級
に
麗
す
る
か
ら
だ
。
職
務
内
割
の
み
を
問
題
と
す
る
以
外
に
は
、
某
督
者
の
問
に
は
同
別
が
な
い
か
ら
だ
」
等
々
パ
っ
て
ゐ
る

こ
と
に
よ
っ
て
明
か
で
る
る
。
要
す
る
に
「
わ
れ
わ
れ
は
凡
て
、
同
様
に
祭
司
な
の
だ
か
ら
一
。

こ
の
最
後
の
一
一
泊
葉
が
大
切
で
あ
る
。

強
一
・
俗
共
に
一
切
の
職
業
を
帥
の
も
の
と
し
、
宗
教
化
し
た
の
で
あ
る
。
倫
ル

1
テ
ル
の
職
業
相
聞
に
つ
い
て
、
附
俗
的
峨
業
を
二
分

と
の
二
穏
と
し
た
と
云
ふ
も
の
が
あ
る
が
.
そ
れ
は
た
ピ
服
務
の
種
類
を
奉

し
て
、
寧
峨
(
閃
「
目
白
何
回
君
子
)
と
農
業
主
n
r
2
2
2
5

げ
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
身
分
の
相
異
で
も
、
階
級
の
相
異
で
も
な
い
の
だ
か
ら
、
特
別
に
二
つ
を
取
り
皐
げ
て
考
へ
で
も
中
へ
し
た
怠

味
は
た
い
も
の
と
思
ふ
。

a. a. O. S. 3J5，コリント前 7:22， -Jlヲチヤ J:~!~， lこ"レ Eン 16等参s(i
An rlen christlichen Adcl d凹白cher Nation yりn de::、chri刈 lich.en Standes 

R邸時目ng1.520， L. A. 1， S. 208 f. 
佐藤繁彦博士課I三大名著集Ji，ffrrl" 
G. Schmoller: ねJr Ce . ..，ehichte cter nationnJυIWllumi.';chen Ansichten in 
Deut同 hlanrl walHend der Ref()rmation~ Periocle. I、~. r 立制九ml. Staatsw.)， 
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反
之
、

カ
ト
リ
ッ
ク
の
思
想
に
於
て
は
、
職
業
の
種
煩
は
直
ち
に
債
値
の
差
等
ム
」
友
り
、
階
級
的
に
匝
別
さ
れ
、
身
分
と
共
に
配

置
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
例
へ
ば
ト
マ
ス
は
明
か
に
、
人
民
の
玉
は
議
防
法
王
に
服
従
し
・
泣
け
れ
ば
た
ら
む
と
し
た
。

そ
の
わ
け

「
最
後
目
的
の
管
理
が
崩
ず
る
人
に
抽
出
し
て
、
先
行
諸
目
的
の
管
理
者
で
あ
り
、
同
し
て
其
の
人
の
命
令
に
よ
り
指
揮
さ
る
注
者
は
下
伎
に
あ
ら
ね

ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
か
。
か
く
て
カ
ト
リ
ウ
ク
の
ス
ゴ
ラ
的
職
分
視
と
云
ふ
も
の
は
、
自
ら
峨
業
配
分
の
模
地
中
と
云
ふ
も
の
が
、
色

li 々
に
問
題
と
怠
っ
て
来
る
。

つ
は
宗
設
的
去
二
ム
ふ
こ
と
で
あ
る
o

そ
し
て
そ
の
標
準
と
は
大
鰹
凶
つ
の
結
に
な
る
か
と
思
ふ
。
そ
の
一

、、

よ
り
宗
教
的
怒
る
教
舎
の
峨
を
、
位
俗
的
な
る
一
切
の
峨
業
よ
り
も
た
行
寸
る
も
の
と
す
る
。
世
俗
的
峨
業
の
中
に
は
、
市
叫
に
理
性

、

、

、

引

川

的
と
云
ふ
鮎
で
智
能
的
比
怯
と
肉
健
的
佐
伯
胞
と
に
分
ち
、
児
に
後
者
を
分
つ
て
は
よ
り
白
然
的
た
る
も
の
を

k
と
し
て
、
順
次
農
エ

H
U
 

闘
に
分
H
り
る
。
例
之
・
グ
り
ソ
ス

1

ム
川
円
山
帯
げ
た
も
内
白
と
し
で
知
ら
れ
た
る
は
、
{
一
)
技
能
(
』
〈
2
1
ι
、
川
統
治
在
(
口

3
包
括
ニ
、
州
議
旧
作
に
於

け
る
統
治
、
向
世
俗
に
於
け
る
統
治
、
間
生
活
に
(
同
接
)
必
要
な
る
諸
技
能

(NEロ
ア
包
括
ロ

E
Z
E色
問
。
戸
田
口
伊
豆
、
同
農
業
、
向
織
物
業
、
付
建
築

。

業
、
(
二
〉
其
他
の
管
業
(
の
2
2
7
0
)、
山
鍛
冶
(
出
岳
2
5
L
A
Z
E豆
、
術
大
工

(N
ヨヨ
2
E
E口出向
2
2
r
o
)、
間
牧
羊
(
山
岳
山
「
2
m
o
Z同

ro)
で
あ
畠
。

ト
マ
ス
に
於
て
も
亦
、
翌
峨
者
を
最
高
と
し
、
突
の
枇
合
的
峨
分
に
於
て
は
指
導
的
な
も
の
が
責
行
的
友
も
の
よ
り
も
走
行
し
、
夏

に
は
原
料
を
取
扱
ふ
技
能
を
先
き
に
し
、
失
い
で
原
料
加
工
の
第
一
階
程
を
司
る
技
能
、
他
直
業
に
器
具
を
供
給
す
る
技
能
、
加
工

的
技
能
、
建
築
菜
、
自
然
力
の
利
用
を
主
と
す
る
技
能
等
に
八
刀
け
、
商
業
の
知
事
コ
は
一
得
下
位
に
置
か
れ
た
。
併
し
商
業
に
も
尚
宏

分
に
有
用
性
が
あ
る
も
の
と
悲
し
た
。

日
〈
「
尚
人
は
そ
れ
を
全
部
都
市
よ
り
除
外
し
で
は
な
ら
な
い
。
何
故
な
れ
ば
他
底
か
ら
輸
入
さ
れ
る
荷

物
を
も
要
せ
ね
程
に
す
べ
て
の
生
活
禿
料
に
満
つ
る
場
所
は
容
易
に
見
仲
川
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

而
し
て
同
一
場
所
に
過
剰
な
る
も
の
、
県
鰭
は
、
若

し
'
向
人
共
の
働
き
に
よ
り
他
庭
に
運
搬
さ
れ
得
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
多
〈
の
人
々
に
と
っ
て
有
害
と
な
る
で
あ
ら
う
。

故
に
完
全
な
る
都
市
は
遁
度

職

分

在

職

業

第
四
十
六
巻

第
四
抗

丹、

七

五
八
五

H. """bkemann; Darstellung der in Deutschland 
herrschenden Naltionalokonombcht;n An~ichtenJ 

1860， Tubingen， S. 485 f. 
zur Zeit oer Keformation 
L包ipzig，1861， S. 59 f. 
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職

分

と

職

業

第
四
十
六
巻

ハ、
丹、

五
八
六

第
四
披

に
商
人
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ね
」
と
云
つ
で
ゐ
る
。

か
〈
て
ん

1
テ
ル
の
峨
業
配
分
の
種
類
又
は
標
準
は
、

乙
れ
を
ス
コ
ラ
的
峨
分
視
の
詳
細
在
る
に
比
し
て
は
貧
弱
の
感
生
発
れ
難

い
が
、
彼
の
特
徴
は
荒
し
夫
々
円
峨
業
の
絶
割
的
意
義
を
見
出
さ
ん
と
し
た
の
に
あ
る
か
ら
営
然
の
結
果
で
あ
ら
う
。

次
に
職
業
の
選
携
に
つ
い
て
蓮
ぺ
て
見
る
に
、
ト
マ
ス
に
於
て
は
明
か
に
二
つ
の
原
因
か
ら
と
し
て
ゐ
る
。
一
つ
は
紳
慮
で
あ
り

他
は
自
然
的
原
因
で
あ
る
。
ト
マ
ス
は
此
の
前
者
を
確
〈
執
る
貼
に
於
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
ス
ミ
ス
の
分
決
注
ど
と
は
田
明
る
が
‘

と
の
二
つ
の
原
因
古
平
等
に
並
べ
て
ゐ

後
宥
の
貼
に
於
て
は
ル

1
テ
ル
の
職
業
叡
と
も
興
る
と
と
ろ
で
あ
る
。
ト
マ
ス
に
於
て
も
、

配

る
の
で
た
い
と
と
は
明
か
で
あ
る
。
帥
ち
第
一
の
紳
慮
が
主
因
で
、
第
二
の
自
然
的
原
因
が
従
因
で
あ
る
。
前
者
は
臓
分
枇
舎
と
し

て
の
協
同
枇
倉
金
惜
の
調
和
に
於
て
一
不
さ
れ
、
後
者
は
専
ら
個
々
人
に
針
す
る
峨
業
配
分
を
直
接
に
支
配
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
て

人
間
生
来
の
素
質
、
傾
向
そ
の
他
一
切
の
現
賞
的
諸
事
情
を
包
含
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
れ
か
ら
倫
費
際
に
は
職
業
枇
舎
は
、

紳
慮
に
基
〈
紳
の
愛
(
カ
リ
タ
ス
)
と
五
義
(
品
ス
チ
チ
ア
)
と
に
よ
っ
て
、
各
肢
間
に
相
互
関
心
及
び
協
力
を
輿
へ
ら
れ
る
。
と
の
様

た
作
用
の
離
を
特
に
重
ん
じ
て
ゐ
る
黙
が
・
希
脆
的
叉
は
近
世
的
左
諸
職
分
視
と
異
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

命、
充、乙
足、れ
とを
は更
徐に
程 yレ

具 1
るテ
と Jレ

思の
ふ出。 o

z 

と
上七
較
す
る
と

そ
の
ト
マ
ス
の
作
用
性
も
佑
ル

1
テ
ル
の
召
命
に
基
〈
義
務
充
足
、
邸
ち
召

ル
1
テ
ル
の

回
。
『
え
は
、
外
的
に
は
ト
マ
ス
の
∞

Z
E
の
如
〈
地
位
的
、
静
態
的
で
あ
る
け
れ

ど
も
、
そ
の
内
面
の
白
か
ら
湧
き
上
る
カ
と
い
ふ
射
で
具
る
と
思
ふ
。

ト
マ
ス
が
例
へ
「
カ
リ
タ
ス
」
と
「
ユ
ス
千
チ
ヤ
L
と
を
上
か
ら

主
調
す
る
と
し
て
も
、

ル
1
テ
ル
の
如
く
内
か
ら
湧
き
上
る
、
信
仰
に
よ
っ
て
義
と
さ
れ
た
る
内
心
一
震
の
態
度
と
は
、
著
し
〈
そ

の
内
容
を
異
に
す
る
と
息
ふ
。
併
し
左
ほ
i
y
l
テ
ル
と
ト
マ
ス
止
の
差
異
は
、
主
と
し
て
第
二
の
原
因
た
る
自
然
的
原
因
の
貼
に
あ

Thomas von Aquino， 1923， J~na， S. J3?・

上向辰之助博士「事トマスに於け吾職分祉曾思想の研究J商串研究
五頁以下参照。
上回樽士喜畢「翠トマス極梼畢」三五O頁
と自動は、多<'"カト Pツ F事者によって主産されてゐる。
例之、 M.-Maurenbrecher; Tnomas von AquinoJ~ Stellung; zum Vv~irt .'!ichafts-
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る
と
思
ふ
。

ト
マ
ス
も
勿
論
そ
れ
を
従
凶
と
は
し
た
。
そ
の
自
然
は
、
人
間
生
来
の
素
質
、
傾
向
又
は
現
資
的
諸
事
情
を
指
す
。
之

と
れ
ら
一
切
の
自
然
的
原
因
を
殆
ん
ど
無
観
し
て
ゐ
る
。
紳
慮
が
、
初
め
に
し
て
終
り
で
あ
る
。
彼
は

に
射
し
て
ル

l
テ
ル
の
は
、

人
間
の
側
に
於
け
る
欣
態
や
僚
件
を
ば
債
値
左
き
も
の
と
し
た
し
紳
慮
の
前
に
立
つ
て
は
、

る
も
の
も
左
ほ
、
彼
に
於
て
は
神
慮
の
中
に
入
れ
ら
れ
て
考
へ
ら
れ
た
の
で
る
る
。
客
観
的
友
枇
合
的
友
、
制
度
と
し
て
の
職
業
と

一
切
の
も
の
が
、
自
然
的
原
因
と
見
え

い
ふ
も
の
ま
で
も
、
彼
に
於
て
は
一
脚
の
業
で
友
い
も
の
は
ム
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
突
に
、
職
業
に
封
ず
る
態
度
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
述
ぺ
る
。

ル
1
テ
ル
は
職
業
を
ば
、
云
は
ぽ
信
仰
の
場
所
と
し
て
考

へ
た
。
信
仰
吃
具
般
的
に
表
現
す
る
腿
で
め
り
、
信
仰
の
業
で
め
る
と
し
た
。
か
〈
て
ル

l
デ
ル
陀
於
て
は
、
職
業
に
謝
し
て
は
、

ま
づ
内
回
K
於
で
、
信
仰
に
よ
る
人
格
の
革
新
を
経
験
し
、
-
問
巾
ム
一
敬
皮
と
を
だ
た
し
め
る
と
ム
ん
で
あ
り
、
感
謝
と
敬
皮
と
が
自
由

と
愛
と
を
生
み
、
自
ら
外
に
現
は
れ
て
奉
仕
と
忠
誠
の
態
度
と
な
る
。
そ
と
に
於
て
「
凡
て
の
行
ひ
は
隣
人
の
径
を
問
的
と
す
べ
き

と
と
刊
と
な
る
。
邸
ち
自
由
な
る
愛
に
基
く
、
隣
人
へ
の
奉
仕
と
友
る
。
臓
器
哉
は
ま
づ
自
己
の
信
仰
の
揚
所
で
あ
る
と
共
に
、
隣
人

へ
の
奉
仕
の
揚
所
で
も
あ
る
。
隣
人
の
た
め
に
必
要
、
有
盆
、
幸
腐
と
忠
は
れ
る
と
と
の
外
、
何
を
も
行
は
た
い
と
と
L
な
る
。
更

に
ル

1
テ
ル
の
特
徴
は
、
か
ミ
る
職
業
へ
の
奉
仕
を
喜
ん
で
友
す
と
い
ふ
と
と
に
る
る
。

か
く
て
ル

1
テ
ル
の
職
業
に
謝
す
る
態
度
の
特
徴
を
二
、
三
象
げ
て
見
る
と
、
ま
づ
第
一
に
は
敬
虐
と
感
謝
で
あ
る
。
自
己
の
峨

日

業
が
賜
物
で
あ
り
、
備
へ
ら
れ
し
と
こ
ろ
と
観
守
る
と
と
で
あ
る
。
職
業
へ
の
態
度
の
第
一
は
「
一
某
督
者
と
し
て
あ
れ
」
と
云
ふ
と

と
れ
信
仰
な
く
し
て
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
玉
伎
に
劃
し
て
「
天
国
に
射
し
て
如
何

聞

に
敬
度
怠
る
べ
き
か
を
思
ふ
べ
き
で
あ
る
」
と
、
ま
も
ん
「
王
侯
は
榊
の
言
葉
に
従
て
行
は
ね
ば
た
ら
ね
」
と
。

と
で
あ
る
と
統
治
論
に
於
て
云
ふ
。

画

担

分

と

掛

業

第
四
十
六
巻

五
八
七

第
四
貌

^ 
九

leben seiner Zeit， Leipzig， 1898， S. 34・
上田博士、商畢研究再三八O頁以下参照。
前掲「基督者の自由」玉大頁
¥Ton weltlicher Ob.ngkeit， S. 263 f. 
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職

分

と

職

業

第
四
十
六
巻

1L 
O 

五
八
八

第
四
競

第
二
の
特
徴
は
、
責
任
る
る
態
度
を
執
る
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
職
業
は
信
仰
の
揚
所
で
あ
る
と
共
に
ま
た
紳
の
命
令
で
あ
り
、

神
の
創
造
秩
序
で
あ
る
。
従
て
峨
業
は
正
に
一
柳
へ
の
膝
容
と
い
ふ
と
と
に
友
る
。
娃
い
て
は
隣
人
へ
の
有
用
と
善
の
た
め
の
も
の
と

え
さ

T

m

た
る
。
統
治
者
は
「
一
刊
の
役
者
」
で
る
り
、
人
民
の
外
的
保
護
と
敬
度
者
の
保
護
と
に
任
じ
た
け
れ
ば
な
ら
ね
。
悪
し
き
者
を
箭
し
、

田

秩
序
を
維
持
し
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
た
め
に
は
巌
五
な
る
銀
と
法
と
を
用
び
ね
ば
な
ら
む
。
軍
人
も
亦
軍
峨
を
一
附
命
と
し
て
長

み
、
信
仰
の

tW信
に
立
つ
勇
敢
古
壮
一
不
当
ね
ば
た
ら
ぬ
と
し
た
。

第
三
に
は
、
服
従
で
あ
る
。
仲
命
と
し
て
、
ま
た
隣
人
の
た
め
の
峨
務
そ
謹
ず
に
常
つ
て
は
、
首
然
に
服
従
伊
一
貫
ん
じ
た
け
れ
ば

た
ら
ぬ
。
潟
し
難
き
の
服
従
を
潟
さ
ね
ば
左
ら
ね
。
統
治
者
や
隣
人
が
悪
し
き
者
で
あ
っ
て
も
、
服
従
の
徳
を
致
す
べ
き
こ
と
を
薦

め
た
。
何
と
た
れ
ば
「
わ
れ
会
怒
を
も
て
汝
に
王
を
興
へ
」
る
と
と
も
あ
る
か
ら
。
故
に
人
を
攻
め
る
前
に
、
自
己
宇
警
め
る
糧
と
せ

ょ
と
し
た
。
た
U
信
仰
の
破
棄
と
晃
教
へ
の
強
請
に
だ
け
は
反
針
せ
よ
と
し
た
。
か
L

る
鋳
し
難
き
の
服
従
・
奉
仕
守
層
刷
し
得
る
こ

、、

そ
、
信
仰
の
自
由
と
云
ふ
も
の
で
あ
る
。
農
民
戦
争
の
際
、
農
民
の
暴
動
・
殺
毅
に
反
針
し
で
、

担

架
、
乙
れ
ぞ
基
督
者
の
法
で
あ
る
」
と
云
っ
た
の
は
有
名
で
あ
る
。

「
忍
ぺ
、
忍
べ
、
十
字
架
、

十

字

最
後
に
、

と
れ
ら
一
切
の
峨
業
に
封
ず
る
態
度
の
糠
底
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
「
喜
ん
で
1

一
未
仕
す
る
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
買
の

服
従
は
、
忍
耐
す
る
だ
け
で
は
友
い
。
進
ん
で
街
械
的
に
、
仮
令
悪
し
舎
者
に
針
し
で
も
奉
仕
し
得
る
も
の
で
占
な
け
れ
ば
た
ら
た

い
。
そ
の
原
動
力
は
如
何
。
彼
に
よ
れ
ば
、
敵
を
愛
せ
よ
と
友
し
、
身
を
以
て
説
明
し
た
基
併
を
信
宇
る
こ
と
か
ら
の
み
来
る
と
し

た。

五

(Rm この鰍について、 Friedrich <I.en Wei岨 n
II， 287， 4宵 Ellweins. 428) 
ロマ '3・43 60) Oh K rigs1eute:，日.43' f. 
ホ ぜ ヤ '3・H イザヤ 3: 4 62) Ermahnun!2: zu:m. Fl"ieden， S. 324 
マルクス職業観の一端は、彼の背五l'時代の作「時業の選掃に常面せるー青年目
考察J(一八三五年)に於て興味深(見ることがHl来る。(改造社版第十六巻)

を静めたことは有名である。58) 
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以
上
に
よ
っ
て
、

w

回

0
2『
向
島
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
、
殊
に
ト
7

ス
の

-w

国
宮
口
〔
て
‘

と
如
何
に
異
る
か
と
い
ふ
結
に
つ

ル
1
テ
ル
の

い
て
概
略
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
更
に
と
れ
を
現
代
の
所
謂
諸
峨
分
思
想
と
比
較
し
て
見
な
け
れ
ば
友
ら
な
い
と
忠
ふ
。

以
下
そ
の

要
期
を
曲
帯
げ
て
見
る
と
、
ま
づ
第
一
に
は
職
業
構
成
に
つ
い
て
で
あ
る
。

ル
1
テ
ル
は
こ
れ
を
創
浩
秩
序
と
し
て
見
た
。
創
造
と
い

ふ
賄
で
、
印
ち
一
川
の
創
れ
る
も
の
と
見
る
離
で
現
代
の
多
く
の
峨
分
観
と
具
る
。
ま
づ
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
白
然
的
・
客
観
的
た
峨
業

配
分
視
と
は
異
る
吋
ナ
チ
ス
、

7

ア
ツ
シ
ズ
ム
が
現
貫
主
義
に
立
つ
限
り
ル

l
テ
ル
と
は
非
常
に
離
れ
て
ゐ
る
。
特
に
そ
の
根
底
の

酎

一
っ
と
た
っ
て
ゐ
る
T

午
ヤ
ベ
リ
ズ
M
と
ル

l
テ
ル
の
考
へ
と
は
確
に
針
蹴
的
た
も
の
が
あ
る
。
組
合
的
な
デ
ユ
ル
ケ

l
ム
も
、
客

引力

観
的
・
粧
詩
的
た
峨
業
観
に
立
つ
最
近
の
ハ
ン
ス
・

7
7
イ
ヤ
ー
も
J

例
れ
も
m
与
に
存
在
す
る
枇
合
を
の
み
問
題
と
す
お
限
り
、
除

税
法
っ
た
も
の
で
あ
る
。
火
に
秩
序
と
し
亡
の
服
治
慨
に
立
つ
が
故
に
、
人
い
え
主
義
的
・
個
閥
的
又
は
以
却
問
的
怠
る
r
l

倒
主
義
の
峨

業
跡
と
も
晃
一
る
。
そ
こ
で
徐
程
シ
ユ
パ
ン
ザ
ド
ウ
ン
タ

7

h

の
統
般
的
在
職
分
観
に
近
い
が
、
上
り
宗
敦
的
伝
る
意
味
に
於
て
営
然

に
紳
筆
者
の
ヴ
ユ
シ
シ
ユ
や
ゴ

l
ガ
ル
テ
ン
の
巧
へ
に
よ
り
近
い
。
け
れ
ピ
」
も
、
創
遣
の
秩
序
と
云
ふ
踏
で
は
矢
張
り
プ
ル
ン
ナ

1

に
最
も
近
い
も
の
を
見
出
す
。

一
一
三
日
で
云
へ
ぽ
、
職
業
を
ば
「
帥
の
命
令
」
(
己
自
の
の
E2)
の
下
に
見
る
の
で
あ
る
。
併
し
更
に
プ
ル

ン
ナ
ー
と
の
比
較
に
於
て
ル

1
テ
ル
の
特
徴
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
プ
ル
ン
ナ

1
の
如
き
現
賓
秩
序
の
梁
槻
と
は
違
っ
て
、
も
っ
と
深

刻
友
矛
盾
封
立
の
貧
相
を
看
、
更
に
そ
の
底
に
、
意
識
以
前
の
全
き
「
創
法
」
の
枚
作
郎
ち
岬
の
命
令
の
完

J

金
正
行
は
れ
た
る
附
界
を

看
る
の
駄
で
あ
る
。
要
す
る
に
プ
ル

Y

ナ
ー
に
比
し
て
は
、
も
っ
と
立
般
的
友
創
造
秩
序
制
限
だ
と
A
X
へ
る
。

第
二
に
職
業
選
揚
に
つ
い
て
は
、

そ
の
動
因
を
杢
〈
「
榊
慮
」
に
の
み
置
く
と
云
ふ
こ
と
に
於
て
‘
殆
ん
戸
」
総
ぺ
て
の
現
代
的
峨
業

視
と
は
国
時
怒
る
。
人
間
の
側
の
素
質
、
傾
向
、
才
能
叉
は
自
然
的
、
枇
舎
的
な
る
諸
傑
件
を
侃
一
叫
す
る
。

(
似
し
貨
際
は
、
す
べ
て
を
「
榊

職

分

と

職

業

第
四
十
六
巻

五
八
九

第
間
放

iu 

N. B. Machiavelli (1479-1527)， M. J刈 ther(1483-1546). 
E. Durkheim， De la. oivision nu travail social， Paris" 1902. 
I-I. Frcyer， Zur Ethik des Berufes， (E. o. B"j， Ber1in，. 193:3・
K. Dl1nkmann， J)::Jr Beruf im Zeitall:e:r der Aufklarung und d出 Idealismll~，
(Die l.ehre Vom Beruf， S. 121-148). 
O. Spann， D巳rwahre Staat， Leipu:g， 19232. 
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職

分

と

職

業

第
四
十
六
巻

五
九

O

傍
四
披

プむ

慮
」
の
巾
に
認
め
る
の
で
あ
る
が
。
)

る
と
、

ト
マ
ス
に
於
で
は
自
然
的
諸
原
因
を
認
め
つ
与
も
、

I
F
1
テ
ル
の
は
飴
程
極
端
に
見
え
る
。
更
に
峨
業
選
揮
の
標
準
に
つ
い
て
は
、
社
命
日
有
用
性
、
理
性
・
自
然
性
等
に
よ
っ
て

主
と
し
て
榊
慮
に
よ
る
と
し
た
の
と
比
較
す

医
分
し
且
つ
債
値
的
に
段
階
付
け
よ
う
と
す
る
多
く
の
峨
分
思
想
と
は
具
る
。
そ
の
放
に
カ
ト
リ
ッ
ク
は
勿
論
‘

ド
ウ
ン
ク
マ
ン
や

ヴ
ユ
ン
シ
ユ
と
さ
へ
離
れ
る
と
思
ふ
。

第
一
一
一
に
職
撲
に
酎
-Tる
態
度
に
つ
い
℃
は
、

、
、
、
、
、
、
、
.
昼
、
、
、

ル
1
テ
小
は
i

怪
べ
る
服
従
及
び
自
由
な
る
奉
仕
と
い
ふ
駄
で
特
徴
が
あ
る
と
一
お
ふ
と

と
を
鴻
ぺ
た
。

と
の
拙
で
は
先
づ
最
近
の
ブ
ラ
イ
ャ
ー
の
如
く
個
々
持
働
者
の
積
刊
倒
的
た
る
能
力
の
震
設
と
一
戸
ふ
こ
と
は
、
俄
令
自

己
超
越
を
望
み
且
つ
積
極
的
で
あ
る
と
し
て
も
、
依
然
と
し
て
人
文
主
義
に
近
い
も
の
を
感
や
る
。

ル
1
テ
ル
の
は
敬
度
に
於
け
る

服
従
と
い
ふ
静
か
友
る
態
度
が
あ
る
の
で
あ
る
。

ゴ
ー
ガ
ル
テ
ン
や
ド
ウ
ン
ク
7

ン
と
も
建
ふ
。

一
見
義
務
的
に
見
え
る
け
れ
ど
も
‘
感
謝
と
喜
悦
と
か
ら
出
る
奉
仕
と
い
ふ
黙
で
、

乙
の
動
で
は
ゼ

1
ベ
ル
ヒ
の
ル

1
テ
ル
峨
業
槻
の
理
解
で
さ
へ
充
分
だ
と
は
云
へ
友

い
と
思
ふ
。
ヴ
ユ
ン
シ
ユ
や
プ
ル
ン
ナ
ー
が
終
末
観
に
基
い
て
、
信
仰
に
よ
る
人
格
革
新
か
ら
来
る
積
極
的
友
る
奉
仕
の
態
度
を
と

〈
献
は
ま
こ
と
に
ル

1
テ
ル
に
近
い
も
の
を
原
竿
'
る
が
、
彼
の
は
そ
れ
ら
の
何
れ
に
も
立
ち
勝
っ
て
そ
の
原
動
力
を
奥
へ
る
も
の
で

あ
る
と
思
ふ
。
要
之
、

ル
1
テ
ル
職
業
磁
の
特
質
は
、
如
何
友
る

(
当
回
目
)
職
業
を
配
分
す
る
か
と
云
ふ
鯨

k
b
る
の
で
は
左
〈
し

て
、
夫
k

の
峨
業
を
如
何
に

三
ゆ
)
生
か
す
か
と
一
云
ふ
黙
に
あ
る
と
息
ム
。

{
十
二
・
十
二
・
十
六
}
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