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確
に
待
問
の
ほ
埠
P
認
め
し
め
る
十
日
立
一
H
川
k

v
い
あ
っ
わ
一
が
、
良
治
以
Lr
れ
に
協
ふ
典
明
一

的
た
る
も
の
と
し
て
古
来
何
底
に
於
で
も
大
開
推
奨
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
付
れ
ど
も
商
業
の
如
き
は
、
坐
し
て
利
得
を
貧
ろ
好

計
の
わ
ざ
に
瀕
す
る
も
の
と
し
て
心
あ
る
も
の
、
智
也
す
る
と
乙
ろ
と
な
り
、
利
子
を
取
っ
て
貸
す
が
如
き
は
目
は
も
卑
し
き
も
の
思

し
き
も
の
と
し
て
長
く
排
斥
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
西
欧
の
歴
史
に
於
て
も
港
〈
へ
プ
ラ

f
、
希
噛
閣
の
土
日
か
ら
、
や
っ
と
中
位
を

• 
通
し
て
流
れ
た
る
思
想
で
あ
る
つ
た
ピ
十
二
、
三
世
紀
頃
か
ら
は
枇
舎
mm
勢
の
媛
還
に
作
っ
て
、
こ
れ
ら
に
封
ず
る
与
へ
も
漸
〈
謎

つ
で
来
た
。
殊
に
十
六
位
紀
、
思
想
外
の
最
も
治
選
た
時
期
、
宗
教
改
革
の
時
代
と
友
っ
て
そ
の
傾
向
は
殊
に
著
し
く
た
っ
た
。

宗
教
改
革
時
代
と
云
は
る
べ
き
第
十
六
市
紀
の
凶
欧
は
、
更
に
よ
く
観
察
す
る
と
、
二
う
の
時
期
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
大
槌

一
五
四

O
年
か
ら
五

O
年
頃
を
以
て
そ
の
境
目
と
す
る
。
更
に
こ
れ
を
凶
別
に
見
る
と
、
前
期
は
大
韓
濁
逸
を
中
心
と
し
、
後
期
は

大
館
瑞
闘
を
中
心
と
し
て
見
ら
れ
念
。
更
に
ま
た
首
時
の
著
名
な
宗
教
改
革
者
を
以
て
そ
れ
を
分
け
る
と
、
濁
逸
に
於
て
明
か
に
前

カ
ル
ザ
ン
の
秩
序
と
職
業

第
四
十
八
巻

第
六
競

七
七

ブL

ヨ孟

テ サ ロ = ケ 後 3:10 



方
ル
ザ
ン
の
秩
序
と
職
業

九
五
四

第
六
腕

七
i¥. 

第
四
寸
八
巻

期
に
属
す
る
も
の
は
ん

l
テ
ル

2

で
あ
り
、
そ
の
後
期
は
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
で
あ
る
。
瑞
西
に
於
て
前
期
に
属
す
る
も
の
は
エ
コ
ラ
ム
パ

ヂ
ウ
ス
叶
ツ
ヰ
ン
グ
り
l
m
後
期
は
カ
ル
ダ
ン

h

ヴ
イ
レ
ー
で
あ
る
。
従
て
と
れ
ら
の
凹
穏
に
分
け
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
思
想
的
傾

向
の
最
も
代
表
的
危
も
の
を
皐
げ
る
と
、
そ
れ
は
濁
逸
に
於
け
る
前
期
の
凡

1
テ
ル
と
、
瑞
聞
の
後
期
の
カ
ル
ザ
ン
と
に
な
る
と
忠
ふ
。

常
時
最
も
喧
し
か
っ
た
出
血
栴
問
題
の
一
つ
は
、
利
子
で
あ
っ
た
か
ら
、

パ

I
テ
ル

4
カ
叫
が
ン
も
此
ハ
に
少
か
ら
ざ
る
側
、
心
を
判
つ

• 
で
乙
の
問
題
を
直
接
に
取
扱
っ
た
c

そ
れ
に
つ
い
て
此
の
附
者
の
見
解
を
比
較
す
る
こ
と
は
可
成
り
興
味
あ
る
問
顕
で
あ
る
が
、
そ

ι》

制E

品111

lヤ
t 

-て:

け1
J:~!~~ 

u 
~!~r . 

It 
士:
¥， -. 
c 

'1::: 

相変
Is'，'子

.11-
-:'~， 

q
f
u

リ

L
E〉
“

lFtーゴ一二
E
f

同
j
f
引
十
十
干
一
j
i
E
S
f
引
火
山

r
町
封
邸
中
〈

l
寸

知
ら
れ
て
ゐ
る
が
、

既
に
遮
べ
た
や
う
に
、

ル
1
テ
ル
は
そ
の
初
期
卸
ち
大
鰐
一
五
二
五
年
以
前
に
は
是
認
の
傾
向
が
著
し
か
っ
た

が
、
そ
れ
か
ら
後
は
晩
年
を
過
し
て
(
彼
の
死
は
一
五
問
六
年
)
吹
第
に
反
針
の
一
傾
向
を
強
め
た
。

と
こ
ら
が
カ
ル
ず
ン
は
、
ル

l
テ
ル
よ

り
も
約
二
十
五
歳
も
年
若
か
っ
た
が
、
そ
の
ジ
千
不
l
プ
時
代
の
初
期
、
卸
ち
一
五
四
五
年
頃
ま
で
は
、
商
業
反
感
、
利
子
排
斥
の

傾
向
が
可
成
り
強
か
っ
た
が
、

そ
の
晩
年
に
於
て
は
、

(
彼
の
死
は
一
五
六
四
年
)
吠
第
に
積
極
的
た
闘
心
を
持
ち
、
利
子
是
認
の
傾
向

を
愈
々
大
な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。

と
の
二
人
の
偉
大
友
る
{
一
翠
私
的
批
舎
指
導
者
の
利
子
論
の
慶
濯
を
見
て
ゐ
る
去
、

そ
こ
に
一
つ

の
明
か
た
事
賓
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
c

そ
れ
は
邸
ち
一
五
回

O
年
か
ら
五

O
年
頃
に
か
け
て
、
或
る
大
き
た
枇
合
的
、
経
済

的
措
史
化
が
西
欧
の
世
界
に
行
は
れ
た
に
注
ひ
た
い
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
c

勿
論
雨
者
の
比
較
の
揚
合
、
夫
h

の
個
性
、
環
境
、
園
民

性
、
時
代
性
等
k

に
よ
っ
て
影
響
せ
ら
れ
て
ゐ
る
で
る
ら
う
と
云
ふ
こ
と
は
見
逃
し
で
は
な
ら
た
い
。
た
ピ
此
慮
で
は
、

こ
の
頃
に

一
つ
の
大
き
左
駐
合
目
的
努
革
が
あ
っ
た
で
あ
ら
う
と
云
ふ
と
と
を
指
示
し
得
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
此
の
と
と
は
可
成
り
重

と
の
頃
が
貨
は
中
世
的
友
も
の
と
近
世
的
友
も
の
と
の
交
替
期
と
し
て
視
察
さ
れ
る
か
ら
で
る
る
。

要
な
問
題
を
提
供
し
て
央
れ
る
。

M. Luther (1483-1546) 3) P. Melanehton (1497-1560) 
J. Oecolampadius (1482-1531) 5) .!-1. _z;wingli (1483-1幻 1)
j. Calvin (1509-1563) 7) P.Viret(151I:-

'
571) 
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か
、
る
建
淫
・
崎
県
草
の
時
期
に
於
て
カ
ル
グ
ン
は
主
と
し
て
ジ
具
、
不
l
プ
を
中
心
に
活
動
し
た
の
で
あ
る
が
、
・
次
第
に
利
子
並
に

商
業
一
般
に
謝
し
て
寛
容
左
態
度
を
執
る
よ
ろ
に
友
り
、
横
倒
的
と
友
ワ
払
。

工
業
の
勃
興
に
つ
い
て
は
非
常
た
賛
助
を
輿
へ
て
、

例
へ
ば

J

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
天
背
械
や
燐
寸
の
工
場
を
建
て
る
に
営
っ
て
少
か
ら
ね
努
力
を
掛
っ
た
と
と
が
あ
る
。

こ
れ
に
は
ま
た
農
村

か
ら
の
失
業
者
の
救
消
と
云
ふ
意
味
も
あ
っ
た
が
、
要
す
る
に
此
の
如
く
る
ら
ゆ
る
批
舎
の
諸
部
聞
に
於
て
人
々
が
倍
矯
す
る
こ
と

に
謝
し
て
積
極
的
た
賛
意
と
援
助
と
を
興
へ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
働
く
と
云
ふ
こ
と
は
、
今
や
彼
に
と
っ
て
は
単
に
農
村
の
労
働

九
五
月
後
ず
る
の
み
で
は
な
く
、
商
業
も
工
業
も
金
融
も
交
通
も
、
市
政
に
も
敬
舎
に
も
金
一
副
的
に
前
動
す
る
の
を
是
認
し
た
の
は
云

ふ
ま
で
も
在
い
。
即
ち
、
職
業
の
問
題
は
.
岡
家
や
数
舎
の
秩
序
の
問
題
主
共
に
極
め
て
重
要
な
と

d
h
な
っ
て
来
た
の
で
る
る
。

中
世
の
ぞ
れ
と
は
少
し
く
臭
っ
た
意
味
が
川
つ
で
来
た
の
で
あ
る
。
殊
に
峨
業
に
射
す
る
制
収
皮
も
横
倒
的
た
奉
仕
と
い
ふ
乙
と
に
な

り
、
勤
勉
、
忠
貨
を
特
に
要
求
さ
れ
る
と
と
に
な
っ
た
。
彼
の
こ
の
要
請
が
、
後
に
カ
ル
グ
ン
主
義
に
大
き
な
影
響
を
興
へ
た
こ
と

は
云
ふ
ま
で
も
注
い
。
併
し
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

I
パ
ー
が
、

を
拳
げ
、

カ
ル
グ
ン
主
義
の
特
徴
と
し
て
、
職
業
に
謝
す
る
「
世
俗
的
禁
欲
主
義
」

い
は
ゆ
る
「
資
本
主
義
精
榊
」
に
そ
れ
が
極
め
て
深
い
闘
係
を
持
っ
た
と
し
て
指
摘
し
た
と
と
が
あ
る
柄
、
そ
れ
は
全
く

カ
ル
グ
ン
主
義
で
あ
っ
℃
、
殊
に
英
関
清
教
徒
の
そ
れ
で
あ
っ
た
の
で
、

カ
ル
グ
ン
自
身
に
と
っ
て
は
事
情
は
少
し
く
具
る
の
で
あ

る。

こ
の
こ
と
は
ウ

z
l
パ
l
自
身
も
よ
く
指
摘
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
注
意
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
ふ
。

ーー

、，J一
カ
ル
ヴ
シ
と
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
市
政

i
カ
ル
グ
ン
が
現
賓
の
秩
序
一
般
に
劃
し
て
極
め
て
鋭
い
批
判
を
友
し
、
あ
る
意
味
で
は
確

に
審
判
と
絶
望
と
の
聾
を
放
っ
た
程
で
あ
る
。
従
て
彼
は
極
め
て
巌
格
冷
酷
た
人
と
し
て
居
っ
た
。

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
市
政
並
に
数
合
問

カ
ル
ザ
ン
の
秩
序
と
隣
業

第
四

1
八
巻

九
丘

Et

策
六
披

寸コ

:JL 

G. Ha.rkness， J 

Reform.， I.eipzig 
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10) 



カ
ル
ザ
ン
の
秩
序
と
職
業

第
四
十
へ
巻

凡

O

九
五
六

第
六
競

の
改
革
に
首
り
、
市
民
の
風
儀
を
矯
正
せ
ん
と
し
て
一
舞
踊
や
歌
留
多
、
酒
揚
注
ど
を
抑
廃
し
た
こ
と
や
、
異
端
者
セ
ル
ベ
タ
ス
を
火

炎
り
に
し
た
如
き
は
、
彼
の
冷
酷
を
一
不
す
も
の
と
し
て
人
口
に
時
間
炎
し
て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
我
k

は
官
時
の
風
脅
や
芯
想
傾
向
や
時

代
の
潮
流
や
殊
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
欣
勢
を
よ
く
知
ら
友
け
れ
ば
た
ら
左
い
。
山
口
同
時
の
ジ
千
平

l
プ
は
人
口
約
二
高
の
都
市
を
中
心
に

し
て
周
悶
の
町
村
監
合
ん
だ
濁
江
州
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
人
種
は
極
め
て
複
雑
で
狗
巾
悌
咽
伊
か
ら
な
っ
て
ゐ
た
。

カ
ル
グ
ン
が
ジ

ユ
ネ
l
ブ
に
来
た
一
一
九
三
七
年
よ
り
十
年
程
前
ま
?
は
伊
友
利
の
サ
庁
λ

イ
侯
の
作
絡
に
属
し
て
ゐ
た
が
、

一
五
一
一
一
(
)
年
に
摘
な
し

て
市
民
議
舎
に
よ
っ
て
政
治
が
行
は
れ
出

L
U
三
六
年
に
は
新
殺
に
改
宗
し
た
ο

市
民
は
樹
立
自
凶
の
気
に
皆
同
ん
で
ゐ
た
が
、
何
分

従
来
の
宿
場
的
気
分
が
抜
け
十
、
商
才
は
あ
っ
て
も
風
儀
は
非
常
に
悪
か
っ
た
。
市
民
線
合
、

二
百
人
議
合
故
に
評
議
員
舎
の
=
一
段

に
よ
っ
て
政
治
は
民
主
的
に
行
は
れ
て
ゐ
た
っ
併
し
中
心
的
人
物
を
快
い
た
た
め
に
黛
派
宇
ひ
激
し
く
困
難
た
る
都
市
で
あ
っ
売
。

か
て

L
加
へ
て
宗
教
上
の
相
異
か
ら
、
瑞
四
の
内
部
に
於
て
も
州
と
州
と
が
相
争
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

か
-
h

る
と
こ
ら
ヘ
カ
ル
グ

シ
が
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
数
舎
の
教
師
と
し
て
来
っ
た
の
で
あ
る
。
而
も
次
い
で
市
政
の
恒
機
に
参
劃
し
て
賓
際
に
法
規
の
制
定
に
預
り
、

教
舎
と
市
政
と
の
雨
面
を
過
し
て
、
市
民
生
活
の
内
外
に
亙
っ
て
改
革
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
若
し
彼
の
此
の
努
力
が
な
か

っ
た
た
ら
は
、
首
時
の
ジ
ユ
ネ
l
プ
は
無
く
、
或
は
今
日
の
ジ
且
ネ
1
プ
も
瑞
問
も
無
く
は
た
か
っ
た
ら
う
か
と
忠
ふ
の
で
あ
る
。

カ
ル
グ
Y

が
市
舎
か
ら
委
略
さ
れ
て
、
法
規
の
起
草
に
主
と
し
て
営
る
乙
と
に
友
っ
た
の
は
一
五
四
一
年
頃
か
ら
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
ら
は
次
い
で
最
高
小
委
員
舎
の
手
で
少
し
く
修
正
さ
れ
て
公
布
の
運
び
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
法
規
は
大
韓
二
種
類
か
ら
な
っ

て
ゐ
て
、

一
つ
は
敬
舎
法
規

(
C円

L
0
5
2
5
0
2
-
E
E
Z
5
号
て
問
問
}
回
以
内

ι
o
c
o
E
Z
)
で
あ
り
、

他
は
市
民
法
規
(
。
E
P
E
P
S
u
m
E
U

-oz一
点
目
《
宮
司
E
1
0
)
で
あ
る
。
そ
と
で
そ
の
各
一
立
に
勺
い
て
、

紋
の
思
想
の
概
要
を
窺
っ
て
見
る
こ
と
L
す
る
。

法
規
の
内
容
と

M. Weber. Die prote日. Ethik tlnd d. Geist d. :r;.apitalisnrus，. G. A. R. I. 
19四， S. 17ー却6 根山力民諜ー0ー頁以下。
彼の秘書は Claud~--Rn~et~ Po.rralis， Johann Ballardlの弐人である。
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云
ふ
よ
り
は
彼
の
与
へ
方
を
主
と
し
て
述
べ
る
こ
と
L
ず
る
。

山
数
合
法
出
品
|
|
支
づ
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
数
舎
な
る
も
の
は
、
賓
は
三
つ
の
教
舎

(
2
・
-J25
出
時
三
宣
言

F

Z

Z
。L
P
Z
5
m
)

か
ら
成

こ
れ
ら
致
命
目
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
牧
師
、
数
師
、
長
老
、
執
事
の

四
種
口
役
員
と
そ
の
他
の
曾
員
と
か
ら
成
つ
で
ゐ
る
が
、
牧
師
は
主
と
し
て
説
数
、
崎
典
執
行
、
公
弘
の
説
喰
、
勧
告
を
す
る
。
救

聞
は
望
書
の
講
解
、
執
事
は
貧
民
放
済
、
病
人
見
嬢
等
仕
合
事
業
的
な
こ
と
を
、
長
老
は
致
命
日
民
並
に
一
般
市
民
の
宗
品
礼
的
、
道
徳

つ
で
ゐ
て
、

カ
ル
グ
ン
は
そ
の
第
一
の
も
の
に
開
局
し
て
ゐ
た
。

的
供
序
の
致
刷
、

山
帆
昔
叉
は
刑
罰
の
申
台
等
を
市
舎
に
請
求
す
る
機
能
を
持
つ
。

と
の
長
老
は
凡
ぺ
て
一
千
信
徒
で
あ
っ
て
、

そ
の
数

十
二
名

3

全
部
が
市
舎
の
議
員
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
の
二
人
は
最
高
機
関
た
る
小
委
民
曾
叉
は
参
事
ι
叶
円
か
ら
、
四
人
は
上
院
内
る
六

十
人
議
舎
か
ら
、
残
り
の
六
人
は
下
院
叉
は
鳩
舎
た
る
二
百
人
議
舎
か
ら
夫

h

再
選
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
つ
致
命
百
の
行
政
は
、
牧
師

舎
エ
」
口
氏
老
人
智
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
が
、
長
老
舎
に
は
賓
際
に
牧
師
も
加
は
る
か
ら
、
従
て
教
舎
の
代
表
機
闘
は
こ
の
長
老
舎
と
な

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
全
部
が
市
舎
の
議
員
で
も
あ
る
関
係
か
ら
、
教
舎
と
市
舎
と
の
関
係
は
何
回
め
で
密
接
な
も
の
と
な
っ
て
ゐ
る

3

但
し
こ
の
長
老
舎
の
櫨
隈
に
つ
い
て
、

そ
れ
が
一
般
市
民
の
徴
罰
と
し
て
聖
餐
停
止
や
破
門
を
な
し
得
る
や
否
や
と
云
ふ
と
と
に
閥

し
て
屡
#
問
題
と
た
っ
た
こ
と
が
る
る
。
蓋
し
此
の
徴
罰
は
寄
員
一
際
に
は
閣
外
追
放
と
同
巳
意
味
だ
か
ら
、
数
舎
の
長
老
舎
が
そ
れ
ま

で
濡
し
得
る
や
否
や
は
た
い
に
問
題
と
友
っ
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
此
の
問
題
は
カ
ル
ザ
ン
に
よ
っ
で
肯
定
さ
れ
た
の
な
、
教
命
百

側
の
勝
利
と
な
り
、
市
民
生
活
に
封
し
て
非
常
友
権
能
を
振
ふ
こ
と
与
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
外
な
ほ
カ
ル
グ
ン
が
起
草
し
た
法

規
の
中
に
は
、
洗
種
、
聖
餐
、
結
婚
、
埋
葬
、
病
人
囚
人
訪
問
、
小
児
、
老
人
、
徴
戒
等
に
亙
っ
て
記
載
さ
れ
て
ゐ
る
。

間
市
民
法
規
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
は
そ
の
市
を
中
心
に
し
て
周
園
の
町
村
を
含
ん
だ
範
聞
の
濁
立
州
を
形
成
し
て
ゐ
た
。

サ

ザ

寸

イ

カ
ル

T
ン
の
検
序
と
職
業

第
四
十
へ
巻

九
五
七

第
六
説

i¥. 

C R. (). C. Xa p. 15 -124・こ与にはな f~': '537年に提出して否決せられた
もro(これは第一間滞在中)、 '541年四月 9f1に再提出したもの(これが普蓮如
られてゐる)、翌年春それにつき市舎で詑池したもの、 1561年に公刊せられた

もro.外、 1S4S!I'J!O婚姻に閥ナるもの、I.5S9年のジュネープ大撃に闘するも
のその他が掲載せられてゐる。 なほ B.]{idd， DOC:Um.4~nts il1ustrative of the 
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カ
ル
ザ
ン
の
秩
序
と
職
業

第
四
寸
へ
巻

九
五
凡

第
六
披

1¥. 

侯
の
国
明
紳
を
股
し
て
調
立
し
た
の
が
一
五
三

O
年
。
民
主
制
を
敷
い
て
従
来
も
屡
々
法
規
の
制
定
や
改
正
を
行
っ
て
来
た
が
、

と
t
込

に
カ
ル
グ
ン
に
よ
っ
て
根
本
的
に
建
て
直
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
従
来
の
法
規
が
奮
教
的
数
合
法
の
影
響
を
多
分
に
含
ん
で
ゐ
る
の
を

改
め
て
、
む
し
ろ
毅
馬
法
へ
の
接
近
を
計
っ
た
跡
が
見
え
、
更
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
醤
雪
慣
習
法
を
も
軍
脱
し
た
と
見
え
る
と
云
は
れ

るR
V

彼
は
刑
法
、
訴
訟
法
等
に
特
に
わ
を
入
れ
、
ま
た
そ
の
他
財
産
法
、
郵
税
法
等
に
ま
で
制
定
、
改
正
に
努
力
し
た
む
.

の
第
四
巻
第
二
十
章
一
ー
政
治
的
統
治
論
」
の
中
に
よ

彼
の
此
の
法
律
制
定
に
闘
す
る
思
想
は
、

そ
の
有
名
た
る
「
基
督
教
綱
要
」

〈
一
亦
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
一
初
め
の
と
と
人
♂
に
、
如
何
段
る
政
舵
伊
一
抹
る
と
と
か
最
も
よ
い
か
と
云
h

仲
間
協
に
り
い
て
.
古
〈
北
附
酬
の

苦
か
ら
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
に
、
君
主
、
貴
族
、
民
主
の
三
つ
が
る
る
が
、
そ
の
中
で
貴
族
政
措
が
比
較
的
ょ
い
と
云
っ
て
ゐ
ヲ
令

乙
の
黙
は
か
の
中
世
の
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
が
、
比
較
的
に
は
君
主
政
憶
が
よ
い
と
云
っ
た
の
と
良
い
劉
照
を
夜
九
。
併
し
と
ミ

に
注
意
し
て
置
か
左
け
れ
ば
・
な
ら
な
い
と
と
は
、
彼
は
貴
族
政
慢
を
絶
針
的
に
良
い
'
f
一
云
っ
て
ゐ
る
の
で
は
恋
く
、
相
射
的
に
で
あ

り
、
更
に
彼
は
人
K

が
そ
の
特
殊
事
情
に
感
じ
て
夫
土
週
首
に
濯
ば
る
ぺ
き
も
の
で
あ
る
と
云
っ
た
黙
で
あ
る
。
岡
家
の
統
治
の
目

的
に
つ
い
て
は
、
悪
し
き
も
の
L
徴
罰
、
弱
少
者
の
保
護
、
教
舎
の
外
的
保
護
等
に
あ
る
と
す
る
c

然
ら
ば
裁
判
の
如
き
は
営
然
岡

家
に
於
て
行
は
る
ぺ
く
刑
罰
も
亦
執
行
さ
る
ぺ
き
も
の
み
」
し
た
。
従
O

て
基
替
者
と
献
も
蛍
然
に
告
訴
を
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
c

但
し

そ
の
動
機
が
人
を
憎
悪
し
た
り
復
讐
し
た
り
す
る
と
と
で
あ
っ
て
は
友
ら
左
い
の
は
云
ふ
ま
で
も
た
い
。

訴
訟
手
績
は
そ
れ
を
正

し
く
問
ふ
る
者
に
と
っ
て
は
合
法
的
で
あ
る
こ
と
を
了
解
せ
ん
」
。
「
バ
ウ
ロ
も
人
の
不
熱
心
と
罪
と
を
病
没
し
た
ら
に
責
め
る
者

の
誹
誘
を
拒
け
て
、
法
廷
に
於
で
羅
馬
市
民
た
る
の
特
壊
を
立
設
し
た
」
と
云
ふ
。
次
に
ま
た
租
税
に
つ
い
て
、
統
治
者
の
租
税
徴

牧
を
十
分
に
認
め
て
ゐ
る
。

一
貢
と
か
租
税
と
か
は
諸
王
の
合
法
的
牧
入
に
し
て
彼
等
の
職
務
上
の
公
的
費
削
を
賄
ふ
に
士
官
と
し
て

Continental Reformation， Oxford. 1911， pp. 589. :~i昨m~Ç
I-L Hausshetr， Der Staat in Ca1vins Gedankenweh， Leipl.i}:;:， .1923， S. :~O ff 
C. R. O. C. Xa S. 126-146 こ Lには主として訴訟法忙闘する手稿の断片が
集められであるが、なIまその外嘗察、夜事華、婚姻需に関するものがある。
J. Bohatec， Calvin und d.a.:; Recht， ¥Vien， 1934，日 :<:19-231.

3) 
4) 

日)



府
ひ
ら
れ
ね
ば
な
ら
向
。
」
但
し
そ
れ
ら
は
統
治
者
の
個
人
的
牧
入
で
な
い
こ
と
、
む
し
ろ
「
金
人
民
の
収
入
」
で
る
る
と
云
ひ
、
更

に
「
そ
れ
ら
(
租
稔
)
は
人
民
の
血
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
無
駄
友
く
使
は
な
け
れ
ば
、
最
L

へ
の
非
人
道
的
知
一
銭
行
潟
で
あ
る
」
L
L
え

ふ
。
更
に
戦
争
に
つ
い
て
も
、
彼
は
積
極
的
な
見
解
を
示
し
て
ゐ
る
。
戟
争
は
平
時
の
法
規
を
以
で
規
定
し
得
友
い
。

「
度
圏
内
の

訴
訟
の
如
〈
園
際
的
の
或
る
不
均
衡
欣
態
で
あ
る
。
従
て
戦
争
も
亦
統
治
者
の
制
服
と
云
ふ
考
へ
で
解
決
さ
れ
て
ゐ
る
。
従
て
戦
争
は

必
や
し
も
否
定
す
ぺ
き
も
の
で
は
友
い
。
寧
ろ
そ
の
合
法
性
に
つ
い
で
、
「
も
し
彼
等
(
統
治
者
)
が
自
己
の
領
民
の
一
半
穏
を
保
つ
た
め

の
力
を
托
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
友
ら
ば
、
ま
た
争
乱
を
取
り
鎮
め
る
た
め
に
、
師
四
政
の
犠
牲
者
を
助
け
る
た
め
に
、
ま
た
罪
人
を
罰

、、

ナ
る
か
中
-
托
さ
れ
て
ゐ
る
な
ら
ば
、
個
人
の
平
安
、
同
氏
の
手
穏
を
乱
す
と
こ
ろ
の
狂
乱
汗
を
抑
制
す
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
よ
き

目
的
に
此
の
機
能
を
川
川
ふ
る
こ
と
が
出
来
上
う
れ
」
と
ぶ
つ
で
ゐ
る
。
新
約
事
者
が
戦
争
に
つ
い
て
茶
山
官
庁
に
と
削
そ
れ
が
合
法
的

だ
と
積
極
的
に
ぶ
つ
て
ゐ
た
い
と
1
ム
ウ
ナ
一
攻
撃
す
る
も
の
が
あ
れ
ば
、

そ
れ
に
は
第
一
に
苛
有
し
た
戦
争
の
原
凶
が
今
も
左
ほ
あ
る

こ
と
、
従
で
統
治
汗
が
人
民
を
保
護
す
る
の
を
引
き
止
め
る
理
由
は
な
い
こ
と
、
第
二
陀
使
徒
が
そ
の
書
翰
の
中
に
は
っ
き
り
と
書

い
て
ゐ
な
い
の
は
、
彼
ら
は
直
接
に
は
一
心
の
玉
圏
一

の
問
題
に
心
が
提
は
れ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
戦
争
の
如
き
に
縄
れ
得
た

か
っ
た
の
で
あ
る
。
第
三
に
ヨ
ハ
ネ

ω
『
一
一
一
回
廷
に
も
、
兵
士
に
針
っ
て
「
人
を
幼
し
ま
た
謹
ひ
訴
ふ
な
、
己
が
給
料
を
も
て
足
れ
り
と

J
 

H

B

 

せ
よ
」
と
も
去
っ
て
ゐ
る
の
は
、
部
ち
兵
士
の
生
活
、
職
業
が
禁
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
と
ゲ
以
上
に
よ
っ

τカ
ル
グ
シ

が
戦
争
も
亦
基
誕
百
者
生
前
に
と
っ
て
是
認
せ
ざ
る
を
得
た
い
所
以
を
明
か
に
し
た
。
但
し
そ
の
動
機
を
常
に
注
意
す
べ
し
と
し
た
。

に
秩
序
と
法
|
|
カ
ル
ザ
ン
が
一
宗
教
家
で
あ
り
友
が
ら
か
く
市
政
に
参
興
し
た
と
い
ふ
と
と
は
、
決
し
て
偶
然
左
こ
と
が
ら
で

は
た
い
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
深
い
根
抵
あ
る
思
想
に
基
〈
。

い
ま
少
し
く
そ
の
貼
に
つ
い
て
明
か
に
し
て
見
た
い
。
ま
づ
現
貫
的
友

カ
ル
ず
ン
の
秩
序
と
職
業

第
四
十
人
容

fL 
Hー

ゴし

第
六
披

1¥ 

-JOホ

計

Institutio christia.nue re1igionis， 153~1 (2a)， Lib. lV Ch. XX， 'De politica admini~ 
stratione. ' 
op. cit. lnst. IV， X文， &_ P_ Barth， 01見 ra甜 leda.rcu6 v. S. 478. 
P-. Mandonnet， S. Thomae Aql1ina t-i~ ()puscu1a Omnia， pariis 1927， 1， L. 1， 
C. VI， P・322_.r，fJ1博士課「禦トマ寸防戦註」二八二頁。
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カ
ル
ず
ン
の
秩
序
と
職
業

第
四
十
へ
巻

第
六
扶

九
た

C

1¥ 
nLJ 

岡
家
の
統
治
は
、

そ
れ
は
本
来
榊
の
統
治
で
あ
る
と
と
、

の
統
治
で

そ
の
一
つ
で
あ
る
と
と
を
云
ふ
c

他
の
一
タ
と
は
一
榊
の
同
-

る
り
、

云
は
ピ
数
舎
の
秩
序
で
あ
る
。

と
の
雨
者
は
本
来
そ
の
目
的
と
機
能
と
を
具
に
し
て
ゐ
る
。
榊
の
印
幽
又
は
教
舎
は
、
紳
の
子

基
俸
の
聖
一
盛
の
閣
で
-
め
り
、
岡
山
慌
に
よ
り
政
情
さ
れ
し
愛
の
世
界
で
あ
る
。

主
と
し
て
常
駐
塊
の
救
怖
を
目
的
と
す
る
。

と
こ
ろ
が

「
此
世
の
闘
」
又
は
岡
山
弘
は
、
現
世
的
た
統
治
者
に
上
っ
て
統
治
さ
れ
る
身
慌
の
闘
で
あ
る
。
と
れ
凶
悪
者
を
割
し
、
幼
弱
を
保
護
し
・

、、

従
命
日
の
外
的
保
認
を
駐
す
た
め
の
飢
の
闘
で
あ
る
つ
従
て
日
常
の
統
治
拡
引
は
ま
だ
榊
に
よ
っ
て
也
徒
に
そ
の
峨
務
左
委
任
さ
れ
た
も
の

、
、
、
、
、

か
〈
統
治
者
の
職
務
は
第
一
に
は
紳
の
た
め
に
で
る
る
。
と

で
あ
る
か
ら
、
時
に
は
「
紳
」

の
稀
叫
引
を
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

の
峨
務
は
従
で
「
紳
の
賜
物
」
で
も
あ
る
。
「
現
世
に
於
け
る
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
中
、
最
も
神
聖
に
し
て
且
つ
最
も
秀
れ
て
名
替
あ
る

職
務
(
召
命
)
で
あ
る
」
と
c

次
に
統
治
者
と
人
民
と
の
闘
係
に
つ
い
て
は
、
-
統
治
者
の
命
令
は
す
べ
て
一
仰
の
も
の
と
し
で
我
ら
は
受
け
る
，
」
o
併
し
若
し
そ
の

統
治
者
が
又
は
そ
の
命
令
が
悪
し
き
場
合
に
は
如
何
。
而
も
友
ほ
そ
れ
を
一
仰
の
意
志
で
あ
る
と
し
た
。
従
て
徒
ら
に
反
抗
す
べ
き
で

は
泣
く
、
顧
み
て
自
己
の
罪
に
封
ず
る
紳
の
審
判
に
あ
ら
ざ
る
や
を
忠
ふ
べ
き
で
る
る
。
ま
た
悪
し
き
も
の
に
針
す
る
紳
の
審
判
を

倹
ち
堅
め
。
従
て
例
へ
悪
し
き
統
治
者
に
も
及
ぼ
服
従
し
忠
誠
を
議
す
べ
し
と
し
た
。
そ
れ
は
丁
度
、
悪
し
き
親
に
も
在
ほ
良
き
子

と
し
て
仕
へ
る
ぺ
ぐ
、
子
と
し
て
の
道
を
完
う
す
ぺ
き
で
る
る
と
同
じ
で
あ
る
。
嫌
々
の
屈
従
で
は
友
い
、
寧
ろ
進
ん
で
且
つ
喜
ん

で
悪
し
き
者
に
も
た
ほ
忠
誠
を
議
す
べ
き
と
と
、

そ
れ
が
基
督
者
の
員
の
態
度
で
あ
る
と
し
た
。
岡
家
の
統
治
に
首
っ
て
、
訟
と
云

ふ
も
の
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
た
い
。
彼
は
云
ふ
二
法
律
は
政
府
の
有
す
る
目
培
技
の
神
経
」
、
ま
た
「
園
家
の

統
治
者
は
ま
た
生
け
る
法
律
で
る
る
口
と
も
云
っ
て
ゐ
る
。

'L、4)
Lー

と

ー「

法
律
』主
沈
献
の
統
4同

者
で
あ
り

カ
ル
ザ
ン
は

一
般
的
に

。p.cit. .K)¥.o 19; s. 490. 
ibid. 
ルカ 3:14，
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10) 
12) 

14) 

2) 

Inst. IV， XX， 18; P. B. V. S. 490. 
O. C. XX， 13; S. 485 
O. C. XX， 11; S. 483 f， 

O. C. XX， 12; S. 484・
O. C. XX， 4; S. 474 

9) 
11) 

13) 
15) 
1) 



「
法
」
を
分
け
て
、
一
岬
法
と
人
間
法
(
人
定
法
)
と
の
二
つ
に
し
た
こ
と
は
既
に
漣
ペ
ゎ
。

而
も
そ
の
人
間
法
は
神
法
の
中
に
含
ま
れ

て
ゐ
る
、

そ
の
部
分
で
あ
り
、
特
殊
で
あ
る
。

ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
の
法
の
分
類
は
、
永
久
法
、
自
然
法
、
人
定
法
で
あ
り
、

の
人
定
法
は
更
に
道
徳
法
、
儀
式
法
、
法
律
に
分
け
ら
れ
る
が
、

と
法
律
と
を
一
括
す
る
。

カ
ル
ザ
ン
の
は
榊
法
と
自
然
法
と
道
徳
法
と
を
一
括
し
、
儀
式
法

そ
し
て
前
者
を
大
き
〈
一
岬
法
と
し
、
後
者
を
戒
律
(
律
法
)
と
し
て
ゐ
る
。
そ
の
榊
法
は
ま
た
別
の
分
類
法

に
よ
っ
て
、
神
に
閲
す
る
邸
ち
紳
を
崇
め
る
こ
と
に
闘
す
る
信
仰
と
敬
度
と
に
闘
す
る
も
の
と
、
隣
人
を
愛
す
る
こ
と
に
閲
す
る
も

の
と
に
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら
の
州
法
叉
は
道
徳
法
は
一
良
心
の
法
一
と
も
闘
係
が
あ
り
、
自
然
法
の
如
き
は
此
の
中
に
入
れ
ら
れ
て

こ
れ
り
第
一
一
胤
加
と
も
で
」
は
る
べ
き
も
の
で
、
「
ぞ
れ
な
く
し
て
は
荒
川
岨
も
行
錫
の
氷
速
の
本
一
帯
も
存
在
し
な
い
L

L
-

と
ゐ
が
人
間
訟
は
、

ゐ
る
の
で
あ
る
。

ω
で
あ
る
。
絶
針
法
E
あ一る。

そ
れ
と
反
射
に
相
叫
刑
法

σあ
り
、
時
山
叫
に
ょ
っ
と
改
廃
さ
れ
得
る
も
の
な
あ

る
。
波
は
更
に
こ
の
人
間
法
を
分
っ
て
三
っ
と
す
る
。
衡
平
と
法
律
と
僚
例
と
で
あ
る
。

た
る
慈
愛
を
確
保
す
る
最
上
の
手
段
に
の
み
目
を
つ
け
る
山
も
の
で
あ
る
。
而
も
た
ほ
紳
法
叉
は
道
徳
訟
の
中
に
包
帰
せ
ら
れ
る
も

乙
れ
ら
は
「
一
仰
の
道
徳
法
中
に
命
ぜ
ら
れ

の
で
あ
る
こ
と
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
向
、
衡
卒
は
本
質
的
に
は
同
然
法
と
相
等
し
き
も
の
で
あ
る
が
、
主
と
し
て
人
聞
の
外
的
闘
係

。
均
等
を
云
ふ
揚
合
に
一
不
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
特
に
人
間
法
の
第
一
に
泣
か
る
ぺ
き
も
の
で
あ
る
B

と
す
る
。

一ー一

一
恩
寵
と
選
揮
|
|
人
聞
が
二
厄
の
秩
序
の
中
に
存
在
し
且
つ
行
潟
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
上
来
述
ペ
来

っ
た
や
う
に
、
我
々
は
榊
の
統
治
と
し
て
の
敬
舎
と
凶
家
と
の
二
つ
の
秩
序
の
中
に
あ
る
も
の
で
あ
る
c

而
も
と
れ
ら
の
下
に
於
て
、

神
の
法
と
人
聞
の
法
と
の
中
に
あ
る
こ
と
、
従
て
諸
々
の
内
外
の
法
況
に
従
ふ
と
共
に
、
定
め
ら
れ
た
立
場
に
あ
っ
て
積
極
的
に
行

カ
ル
ザ
ン
ゆ
挽
序
正
職
業

第
四
十
人
巻

九
六

第
六
披

へ
五

そ
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カ
ル
ザ
ン
の
秩
序
と
職
業

第
四
十
八
巻

第
六
凱

し
い
、

J

ノ

一、ぃ、
F

〆

鴻
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
職
業
と
は
か
L
る
秩
序
の
巾
の
一
う
の
結
節
駈
の
や
う
な
も
の
で
る
る
。
而
も
と

L

に
於
て
寅
は
二

ο
の

平
面
の
交
錯
黙
と
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
カ
ル
ザ
ン
は
従
来
の
基
得
教
的
職
業
視
に
従
っ
て
、
縦
に
於
て
は
一
仰
と
の
闘
係
に
よ
っ

、

、

、

、

、

、

、

、

て
召
命
と
か
賜
物
と
か
の
考
へ
万
を
し
、
横
に
於
て
は
枇
舎
の
中
に
あ
っ
て
峨
分
と
云
ふ
考
へ
万
を
し
た
。
ま
た
生
計
と
一
五
ふ
考
へ

f
'
1
ゐ

t
j
》

-
-
3

A
e
m川
町
古
に
担
て
た

泌
す
る
に
人
聞
の
存
在
や
行
鴻
が
秩
序
に
於
で
あ
る
と
は
、

そ
れ
を
具
鴨
内
に
-
ぷ
へ
ば
峨
業
の
問
問
咽
放
の
?

あ
る
。

そ
こ
び
先
づ
判
明
誌
の
意
義
に
つ
い
て
保
本
的
に
如
何
に
花
へ
た
か
を
述
べ

そ
の
特
徴
を
明
か
に
し
た
い
と
忠
ふ
。

カ
ル
グ
Y

の
峨
業
視
を
湛
べ
る
た
め
に
は
、
先
づ
紳
と
の
閥
係
と
一
五
ふ
と
こ
ろ
か
ら
明
か
に
し
な
け
れ
ば
左
ら
在
い
c

そ
れ
も
主

と
し
て
紳
の
側
か
ら
の
働
き
と
し
て
見
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
岬
が
人
聞
に
到
す
る
働
き
の
中
心
貼
は
、
そ
の
主
た
る
特
質
は
、
田
山
寵

と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
従
来
カ
ル
ザ
ン
の
榊
観
に
つ
い
て
、

そ
れ
が
議
定
と
云
ふ
鮪
を
強
調
し
た
も
の
と
し
て
特
徴
付
け
ら
れ
て
ゐ

た
が
、
併
し
そ
れ
に
は
何
か
杭
命
的
た
決
定
的
た
印
象
を
輿
へ
て
誤
解
せ
し
め
る
や
う
た
の
?
、
近
来
は
こ
れ
を
避
け
て
紳
の
主
権

と
云
ふ
よ
り
能
動
的
た
表
現
を
用
ふ
み
。
け
れ
ど
も
そ
れ
で
も
尚
一
仰
を
楼
力
の
玉
と
す
る
感
を
興
へ
過
智
る
c

そ
こ
で
む
し
み
一
仰
の

本
質
に
則
し
て
第
一
義
的
友
忠
商
崎
正
云
ふ
方
が
よ
い
と
忠
ふ
。
一
脚
は
人
聞
を
閑
み
顧
み
給
ふ
も
の
と
云
ふ
窓
味
で
あ
る
。
榊
は
現
賓

の
自
然
を
も
無
下
に
却
け
る
の
で
は
た
く
、
基
脊
の
照
罪
に
よ
っ
て
全
き
救
ひ
の
約
束
に
入
れ
た
る
世
界
と
し
て
現
賓
の
自
然
並
に

一
般
枇
舎
を
ば
憐
み
顧
み
給
ふ
も
の
と
す
る
。

こ
L
に
所
謂
「
自
然
の
恩
寵
一
叉
は
一

i

一
般
恩
臨
時
」
と
-
ぷ
ふ
方
ヘ
が
強
く
出
て
来
る

の
で
あ
る
。

カ
ル
ず
ン
が

ー
基
得
数
制
要
一
第
一
巻
の

に
於
て
、
論
漣
の
順
序
が
常
に
ま
づ
一
一
際
問
然
の
立
場

ー
紳
を
知
る
知
議
-

か
ら

4

初
め
て
ゐ
る
。
故
に
適
正
術
や
曲
学
問
を
も
な
ほ
か
L

る
立
揚
に
於
て
、

一
般
思
議
の
立
場
に
於
て
、
是
認
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

か
A
A

る
怠
味
に
於
て
一
般
世
俗
の
職
業
を
ば
、
た
ほ
神
の
意
志
の
一
不
さ
れ
る
も
の
と
し
て
根
底
的
に
は
一
臆
の
是
認
を
し
て
ゐ
る
。

O. c. xx; 14， S. 486 f. cf. xx， 15， S. 487 
ibid 
11. :Meeter者、今村好太郎氏諜「カルゲイシ主義白根本原則」三O丸一以下参照。
B. Warfield著、 I珂問稔氏詩「宗教改本とカル庁イン..ii;義l六九1i:参加。

)
)
)
)
 

8
9
I
2
 



「
主
は
技
々
の
各
に
生
活
の
凡
ゆ
る
行
動
に
於
で
.

己
が
H
口
弘
叩
(
職
業
)
に
心
主
注
む
る
や

F

勺
に
命
じ
て
ゐ
る
」
、
ま
た
「
彼
は
各
々
に

生
活
の
異
る
種
類
に
於
て
ぞ
の
住
務
を
定
め
給
ふ
た
。
而
し
て
誰
も
が
そ
の
限
界
を
越
え
ざ
る
や
う
、
此
の
経
の
生
活
の
種
類
を
召

公
は
官
主
に
よ
っ
て
任
ぜ
ら
れ
た
布
署
で
あ
る
一

品
叩
『
職
業
)
と
得
し
た
。

さ
れ
ば
各
個
人
の
生
活
の
臨
時
頒
は
、

と
。
か
く
て
商
業
の

知
き
も
の
も
、
そ
れ
閏
刷
臓
が
決
し
て
罪
悪
的
な
も
の
で
は
な
く
、
一
岬
に
嘉
み
せ
ら
れ
祉
舎
を
谷
す
る
一
僅
の
淀
で
あ
る
と
認
む
べ
き

で
、
そ
の
容
は
添
加
的
に
生
や
る
に
過
ぎ
ね
こ
と
は
、
人
生
の
法
則
に
照
し
て
明
か
勺
あ
る
と
し
た
っ

か
く
て
峨
業
は
そ
の
一
般
的

崎
中
指
に
怜
て
是
認
さ
れ
た
。
寸
加
川
川
に
卑
し
〈
日
つ
践
し
き
業
務
?
も
た
ピ
汝
の
一
川
上
り
の
務
め
に
従
事
し
さ
へ
す
る
な
ら
ば
‘
岬
の

前
に
朔
き
且
つ
倒
め
て
武
き
も
の
と
な
さ
れ
な
い
も
の
は
一
つ
も
友
い
4
!
一
。
寅
に
潟
へ
ら
れ
た
人
生
の
誌
は
.
現
賓
の
ま
L

で
も
友
ほ

「
一
岬
の
川
山
一
帆
J
-

で
あ
り
叫

州i

l哲{

h i:) 

州!
1/) 

f空;
め

， ~II' 
1/) 

IZi 
古

f、.

~~) 

;. 

-す

之.

突
に
、
一
岬
の
人
聞
に
封
す
る
働
き
の
第
二
と
し
て
選
惇
と
え
ふ
こ
と
を
事
げ
て
ゐ
る

3

こ
れ
は
邸
ち
第
一
の
自
然
の
恩
繕
え
は
一

般
の
恩
寵
に
封
ず
る
も
の
で
、

特
殊
恩
穏
に
茶
ぐ
も
の
で
あ
る

3

州
の
一
般
恩
刊
誌
と
し
て
の
世
俗
峨
業
の
一
是
認
と
-
X
ふ
こ
と
は
、
常

に
た
官
一
仰
の

「
憐
側
の
約
九
」

に
於
で
あ
る
と
公
ふ
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
部
ち
そ
れ
は
未
だ
全
き
一
岬
の
意
士
山
の
宏
足
で
は

な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
カ
ル
グ
ン
の
第
二
の
特
徴
た
る
特
殊
忠
商
の
高
調
印
ち
濯
が
一
の
思
想
と
-
ぷ
ふ
と
と
が
十
分
観
察
さ
れ
友

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
特
殊
恩
穏
と
は
、

た
ピ
信
仰
に
於
て
神
の
砕
示
に
際
情
品
川
し
た
も
の
に
下
さ
れ
る
閥
係
で
あ
る
。
そ
こ
に
於

て
は
全
き
蚊
の
約
束
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
換
注
す
れ
ば
、

地
上
に
於
て
は
基
脅
者
の
世
界
又
は
数
舎
に
於
て
の
み
一
不
さ
れ

カ
ル
グ
ン
は
と
、
に
於
て
、
教
舎
の
中
に
一
市
さ
れ
た
る
特
殊
恩
溺
と
し
て
の
職
業
槻
を
重
刷
す
る
。
そ
こ
で
一
般

恩
寵
に
よ
る
峨
業
叉
は
招
き
・
一
強
め
は
一
位
百
岨
底
的
召
命
J

一
或
は
「
外
的
召
和
」
と
も
云
は
れ
、
特
殊
恩
寵
に
よ
る
選
ば
れ
た
る
職
業

る
も
の
で
あ
る
。

カ
ル
ザ
ン
の
秩
序
と
曲
川
業

第
川
十
パ
ヘ
巻

-
U
A

、

J
ノ
」
ノ

第
六
競

i¥. 

-七
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カ
ル
ザ
ン
の
秩
序
と
職
業

第
四
十
八
を

，'-
''-

九
六
四

第
六
競

(
例
へ
ば
聖
職
)
を
ば
、
「
特
殊
的
召
命
」
或
は
「
選
ば
れ
た
も
の
の
召
命
?
と
一
一
ム
っ
て
ゐ
る
。
而
も
こ
の
二
者
の
関
係
は
二
紋
恩
寵

が
特
殊
恩
寵
を
取
り
巻
い
て
ゐ
る
欣
態
に
於
で
あ
る
。

要
す
る
忙
カ
ル
グ
ン
の
職
業
観
は
、
二
つ

ρ
段
階
に
分
け
ら
れ
て
ゐ
る
こ
左
を
一
不
す
。

一
つ
は
一
般
的
・
普
建
的
・
根
祇
的
に

般
恩
寵
に
基
い
て
す
ぺ
て
の
職
業
・
職
務
b
L
是
認
す
る
の
で
あ
る
c

と
の
怠
味
に
於
て
彼
は
ル

l
子
ル
一
ω

可
》

3
:町

甲ヒ
E
E

に
於
て
一
不
さ

れ
た
世
俗
的
職
業
へ
の
是
認
を
継
承
し
た
と
一
五
へ
る
の

第
二
の
特
殊
的
恩
寵
に
基
い
て
特
に
榊

け
れ
ど
も
彼
の
特
徴
あ
る
考
へ
は
、

に
附
叫
ば
れ
し
も
む
、
郎
、
一
耐
の
意
士
加
に
膝
容
を
一
お
し
た
札
の
に
特
殊
の
召
命
を
興
へ
る
・
も
の
と

L
央
臨
で
あ
る
。
日
く
「
前
め
(
普
趨

的
)
侶
命
は
、
不
度
の
者
ら
に
も
亦
共
通
的
の
も
の
で
る
り
、
後
の

こ
ろ
の
未
来
の
嗣
業
の
質
ま
た
封
印
で
あ
か
」
と
。
こ
れ
は
亦
イ
エ
ス
に
於
て

は
少
し
」
止
、
バ
ウ
ロ
に
於
て
「
預
じ
め
定
め
た
る
も
の
を
召
し
、
召
し
た
る
も
の
を
義
と
し
、
義
た
る
も
の
に
遂
に
光
築
を
得
さ

せ
給
ム
」
と
一
五
ふ
の
に
相
通
ふ
も
の
が
あ
る
。

(
特
殊
的
)
窓
ぴ
は
、

主
の
目
指
し
て
我
々
の
心
情
に
印
す
る
と

「
招
か
る
a
A

も
の
は
多
し
、

さ
れ
ど
救
は
る
与
も
の

二
「
世
俗
的
禁
欲
主
義
」

l
l職
業
の
意
義
に
つ
い
て
は
以
上
の
如
〈
で
あ
る
が
、
次
に
職
業
に
劃
す
る
態
度
と
云
ふ
こ
と
に
つ
い

てν
少
し
く
漣
べ
た
い
と
忠
ふ
。

カ
ル
グ
ン
の
影
響
を
受
け
た
後
の
一
カ
ル
ザ
ン
主
義
に
於
い
て
、

1r一
の
職
業
に
叫
到
す
る
態
度
の
中
に

一
世
俗
的
禁
欲
主
義
」
と
も
云
は
る
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ヱ

1
パ

1
の
論
述
は
そ
の
限
り
に
於
て
は
正
し

1;， 

カ
ル
グ
ン
自
身
が
そ
の
様
友
も
の
を
注
入
し
た
の
で
あ
る
様
に
停
え
ら
れ
て
ゐ
る

そ
れ
は
-
瑛
り
で
る
る
。
少
く
と
も

E
確
と
は
云
へ
友
い
。
ウ
ヱ

1
パ
1
自
身
も
そ
の

い
も
の
が
あ
る
が
、

一
般
に
は
一
誤
解
さ
れ
て
、

「
新
穀
倫
理
と
資
本
主
義
精
神
」

に
於
て

斗
」
民
、

カ
ル
ザ
ン
の
職
業
観
に
つ
い
て
は
積
極
的
に
は
殆
ん

E
漣
ぺ
て
ゐ
た
い
の
で
あ
う
て
、

寧
ろ
屡
々
カ
凡
ザ
ン
と
カ
ル
グ
ン
主

. c. III， XXIV， 1， S. 410，四O四頁。
H. B;-;inck， Caivin and éo~mon Grace， Cal. & ]~eform.~ PrincetonJ. 1909， 
p. 126.岡田稔氏課七ー頁。
Inst. IIJ， XXIV， 8. S. 420.邦諜四一五頁0

..，.!ilイ 22: 14. 12) ロマ 8・30.
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9) 

10) 



義
と
は
異
る
と
云
ふ
こ
と
を
述
ぺ
た
。
例
へ
ば
濯
び
に
つ
い
て
は
、
ど
う
し
て
こ
の
濃
ぴ
を
確
信
出
来
る
か
と
一
五
ふ
こ
と
は
、

カ
Yレ

グ
ン
に
は
問
題
に
友
ら
友
か
っ
た
。
彼
自
身
、
神
の
器
具
で
あ
り
、
自
己
の
救
を
確
信

L
て
ゐ
た
。
彼
は
柿
の
決
断
に
つ
い
て
そ
の

知
識
と
買
の
信
仰
か
ら
生
れ
た
基
督
へ
の
堅
忍
友
信
頼
を
以
て
満
足
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。

の
確
さ
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
ま
た
は
救
済
の
確
か
た
る
標
識
が
問
題
と
友
っ
た

U

恩
寵
に
つ
い
て
は
、

所
が
カ
ル
グ
ン
主
義
者
は
、

救
主丞

カ
ル
ザ
ン
に
と
っ
て
は
、

恩
寵
の
作
用
と
し
て
の
堅
芯
友
る
信
仰
の
自
己
説
明
で
充
分
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
カ
ル
グ
ン
主
義
者
に
と
っ
て
は
そ
れ
を
外
的
に

聖
化
を
確
誇
し
な
け
れ
ば
な
ら
や
、
義
務
官
蚕
な
も
の
と
な
り
、
日
々
の
闘
争
を
外
的
に
詮
示
し
よ
う
と
し
た
。
ま
た
預
定
に
つ

い
て
は
、

カ
ル
グ
ン
に
と
っ
て
は
全
憶
と
し
て
の
統
帥
円
で
あ
っ
た
が
、

カ
ル
ザ
ン
主
義
者
に
と
っ
て
は
、
生
活
の
匝
々
に
、
道
徳
生

出
の
微
に

t
一
ピ
行
か
た
け
れ
ば
在
ら
た
い
と
〕
た
。
カ
ル
ザ

y
は
信
仰
的
必
然
で
あ
っ
た
が
、
カ
ル
ゲ
ン
主
義
4

怖
に
は
道
徳
的
義
務

感
で
あ
っ
た
、
合
理
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
宮
に
つ
い
て
は
、
カ
ル
グ
ン
は
宮
の
愛
用
者
で
は
な
か
っ
た
が
、
比
較
的
寛
大
に
、
殺
職

者
の
富
の
所
有
を
も
許
し
、
ま
た
徴
迎
し
、
た
ピ
蹟
を
起
さ
友
い
秤
度
で
投
資
を
す
る
こ
と
を
認
め
わ
。
と
こ
ろ
が
カ
ル
グ
ン
主
義

者
に
と
っ
て
は
律
法
的
と
左
っ
て
、
ぞ
れ
は
極
め
て
危
険
の
多
い
も
の
誘
惑
の
多
い
も
の
と
な
し
、
む
し
ろ
弊
働
を
禁
欲
的
手
段
と

し
て
薦
め
る
。
後
に
は
労
働
の
た
め
に
生
活
す
る
と
云
ふ
と
と
に
友
っ
た
。
ま
た
快
楽
に
つ
い
て
は
、
カ
ル
グ
ン
は
ジ
ユ
ネ
1
プ
の

よ
り
商
品
川
た
貴
族
的
形
式
の
も
の

は
詐
す
と
云
ふ
穏
健
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
清
教
徒
に
於
で
は
時
代
の
懸
迫
の
た
め
も
あ
っ
て
極
め
て
巌
格
と
友
つ
わ
。

市
に
劃
し
て
極
め
て
巌
格
た
取
締
法
を
作
っ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
を
清
教
徒
と
比
較
す
る
と
、

こ
の
様
に
し
て
カ
ル
ザ
ン
と
カ
ル
ザ
ン
主
義
者
と
の
間
に
は
、
思
想
的
に
も
費
践
的
忙
も
相
営
の
相
異
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

カ
ル
ず
ン
の
紳
翻
は
深
き
信
頼
と
服
従
と
を
持
た
し
め
る
。
故
に
抽
出
定
と
云
ふ
と
と
に
つ
い
て
も
、
愛
の
働
き
と
し
て
憐
み
廠
み
給

カ
ル
ザ
シ
の
秩
序
と
職
業

第
四
十
八
巻

六
九
五

第
六
競

^ 
:!L 

2
4
4い昨今一
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カ
ル
ザ
ン
の
秩
序
と
職
業

第
四
十
へ
告

九
て
日
ハ

第
六
競

九

(

)

ふ
因
仙
臨
時
の
色
調
を
そ
の
基
底
と
し
た
。
従
っ
て
人
の
側
か
ら
は
喜
ん
で
進
ん
で
積
極
的
に
備
へ
ら
れ
た
る
底
を
吃
足
し
行
か
ん
と
す

る
そ
の
積
極
的
職
業
態
度
が
出
る
。
と
こ
ろ
が
カ
ル
グ
ン
主
義
者
は
、
榊
の
主
権
と
一
五
ふ
貼
が
目
立
勺
て
来
て
、
従
て
都
島
一
昨
と
在

る
。
職
業
は
命
令
と
し
て
義
務
付
け
ら
れ
る
。
こ
h

に
綿
一
一
古
川
欲
主
義
仕
る
も
の
が
出
て
来
る
。

一
般
的
・
世
俗
的
職
業
が
紳
の
秩
序
な

む
と
す
る
こ
と
、
そ
こ
に
命
令
と
し
て
義
務
付
け
ら
れ
る
と
一
五
ふ
こ
と
か
ら
勢
ひ
、
「
世
俗
的
禁
欲
主
義
」
は
生
ま
れ
て
米
る
。
ま
た

選、
，):'、
江〉

E日泊、
;(1:l 

tこ
Jコ
v、
て

も

カ
ル
ザ
ン
の
は
全
く
一
仰
の
働
中
野
主
と
し
て
、
定
本
F
一
以
て
特
に
抑
〈
の
で
あ
る
し
、
へ
の
測
か
ら
は
特
に

何
ら
の
功
績
な
く
し
て
選
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
。
放
に
こ
の
選
び
の
闘
係
は
、
人
の
側
か
ら
は
雁
符
と
し
て
あ
る
の
み
。
と
こ
ろ
が

、、

カ
ル
ザ
ン
主
義
者
は
、
神
の
支
配
と
云
ふ
臨
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
信
頼
と
一
五
ふ
の
で
は
な
く
寧
ろ
確
信
を
得
ん
と
す
る
こ
と

に
左
り
、
更
に
そ
の
詮
し
と
-
ぷ
ふ
こ
と
が
闘
心
と
在
っ
て
来
る
。
業
績
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
と
云
ふ
の
で
は
な
い
が
.
特
選
の
召
命

に
封
ず
る
義
務
途
行
と
云
ふ
乙
と
に
在
る
。
感
謝
の
舷
峠
品
川
と
云
ふ
よ
り
は
、
義
務
の
精
進
と
止
な
る
。
要
す
る
に
、
ヵ
ル
ザ

γ
も
カ
ル

ザ
ン
主
義
者
も
、
そ
の
職
業
・
職
務
・
召
命
に
劃
す
る
積
極
的
態
度
が
禁
欲
的
精
進
の
一
姿
に
見
え
る
こ
と
に
於
て
は
似
て
ゐ
る
が
、

併
し
そ
の
内
容
は
異
っ
て
ゐ
る
。
前
者
は
喜
ん
で
進
ん
?
ぜ
あ
る
し
、
後
者
は
義
務
と
し
て
、
被
詮
を
得
ん
と
し
て
ピ
あ
る
。
故
に

、、

附
者
の
差
異
は
、
主
と
し
て
職
業
に
封
ず
る
内
面
的
態
度
と
え
ふ
黙
に
あ
る
。

四

カ
ル
ザ
ン
が
ジ
ユ
ネ
l
プ
の
宗
教
改
革
脊
ー
と
し
て
、
教
舎
の
み
な
ら
や
市
政
の
改
革
に
参
興
し
た
と
云
ふ
己
と
は
、
彼
の
思
想
に

此
曾
的
・
貧
践
的
た
色
彩
を
濃
厚
に
し
た
こ

'P一
は
明
か
で
あ
る

D

彼
が
秩
序

ω
問
題
に
つ
い
て
、
穀
倉
の
み
た
ら
や
市
政
放
に
粧
品
川

生
活
に
闘
し
て
も
少
か
ら
ざ
る
闘
心
を
寄
せ
た
こ
と
は
、
時
代
の
事
情
に
も
よ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
の
思
柏
山
の
根
抵
に
於
て
そ
れ

01'. cit. S. 165 f.二 O三貰。
。p.cit. S. 169 f.二C七頁以下。
op. cit. S. 184 二二二百。
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ら
が
共
に
柿
の
秩
序
で
あ
ろ
し
」
云
ふ
概
念
が
訂
し
た
か
ら
で
あ
る
ぢ

か
ぐ
て
閥
次
の
統
治
は
岬
の
秩
序
で
あ
り
、
統
治
斥
は
…
川
の
委

托
普
で
あ
り
、
そ
の
涜
治
の
目
的
は
悪
し
き
も
の
を
取
締
り
弱
少
青
を
援
け
数
舎
の
外
的
保
護
を
注
す
に
あ
り
と
し
た
。
こ
れ
に
封

し
て
教
舎
の
職
能
は
、
内
的
・
情
一
岬
的
た
霊
の
故
枠
の
位
界
で
あ
る
と
し
た
q

川
四
・
廷
の
機
能
は
外
的
・
消
極
的
で
あ
り
、
致
命
日
の
機

か
く
の
知
く
二
授
を
一
一
晦
分
離
し
て
え
ほ
繍
足
の
閣
帰
に
置
く
の
は
阿
欧
諸
川
閣
の
快
序
視
の
一
般
的

特
徴
で
あ
誌
が
、
そ
の
補
足
の
関
係
を
直
後
的
に
数
舎
を
圃

J

ぺ
伎
の
ヒ
と
す
れ
ば
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
た
リ
、
逆
に
閥
哀
を
致
命
の
レ
ム
と

能
は
内
的
・
時
間
倒
的
?
あ
る
ョ

す
れ
ば
ル
]
一
ア
b
t
」

'Aと
た
rq

ヲ

力

jv

，Fノ
ン
一
」
A
Z
A
h
k

、

!
J
1
l
l
t
l
F
L
 

、
、
、

開
山
花
的
に
兵
一
一
呉
の
制
係
と
し
て
ヒ
ド
の
闘
係
L

一
し
な
い
の
で
め
る
つ

段、

の
岬
絞
は
法
で
あ
る
つ

法
は
に
控
-
一
つ
に
分
け
ら
れ
て
仰
法
と
人
間
法
と
な
る

汀
然
法
は
前
且
n
の
中
に
人
れ
ら
れ

F

}

道
徳
法
L

一斤一

i

ト一}コ
L
、

、
1
t
-
h

，
L
P
4

一川
r
A
H
Y
一濁

ι的
な

4
Iト一司

j

だ
WC
け

か
泊
三
笥
F
O
-
m相
、

f
t

1
1
↑

J

L

i

l

 

人
間
去
り
げ
れ
と

み
ふ
汁
ー
に
児
山
わ
れ
て
ゐ
る

一』

〆

の
部
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
や
近
代
思
想
と
幾
分
男
、
る
コ
中
叫
に
椛
也
実
の
意
義
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
が
一
帥
と
の
闘
慌
に
於
で
ま
づ
見
ら
れ
た
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
二
種
類
に
八
刀
け
ら
れ
ろ
っ

そ
礼
は
杢
〈
岬
の
働
き
に
騎
川
す
る
が
、

第
一
に
は
仲
の
一
般
忠
寵
L
」
[

て
、
峨
業
は
す
べ
て
、

知
何
に
竣
し
き
世
俗
の
峨
来
も
た
ほ
仲
の
賜
物
で
あ
り
刀
口
命
で
あ
る
と
し
た
。

こ

ω怠
味
で
は
ル

1
一
ア
ペ
の

峨
業
視
と
相
似
通
ふ
も
の
が
あ
る
。
が
併

L
第
二
の
神
の
働
き
は
、
特
殊
な
る
恩
寵
と
し
て
現
は
れ
る
つ
そ
れ
は
「
咽
泌
が
ー
一

と
し
て

知
ら
れ
る

3

そ
れ
は
た
T
信
仰
に
よ
っ
て
康
洋
せ
ら
れ
る
と
と
ろ
に
見
ら
れ
る
つ

そ
れ
は
世
俗
的
服
治
の
中
に
も
見
ら
れ
る
が
、
併

し
賓
際
に
は
強
〈
致
命
の
中
に
同
質
さ
れ
る
。

二
九
リ
港
内

J

の
思
忽
に
上
っ
て
カ
ル
ザ
ン
は
特
に
峨
立
の
陸
別
を
認
め
し
め
る
の
?
あ

る
が
、

そ
れ
は
併
し
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
功
績
的
慣
航
の
官
官
等
や
階
居
的
段
階
と
-
ロ
ふ
ゅ
で
は
な
い
。
仰
の
側
か
ら
の
桟
別
の
指
示
士

人
の
聞
か
ら
の
信
仰
の
鷹
答
と
貨
任
の
自
売
主
に
上
っ
て
、
百
四
刊
さ
礼
る
も
の
で
あ
る

3

二
凶
・
一
一
了
二

O

カ
ル
ず
ン
の
供
序
と
崎
議

帝
凹
「
一
一
ヘ
寄

vwu

」~、レ】

j

d

-

第
六
披
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