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沼野

ー晶司，
.:1L. 

Jレ

の
「
職
業
」
に

て

つ
h 、

プ

J¥〆

津

崎

堅

造

el 

攻

一
、
ぼ
し
が
き

川
第
一
明
「
け
理
主
胃
、
ロ
カ
ト
リ
シ

f
ム
、
斗
濁
逸
神
邸
主
詫
)

(

(

(

 

刊
第
一
一
期
(
イ
「
γ
ウ

r
ス

f

ル
グ
信
仰
中
門
前
」
口
辺
約
而
才
一
帯
州
市
)
一
一
一
、

U
す
び

二
、
ル

1
テ

1
v
o
'
w
訂
巾
HBZ
『
た

に
つ
い
て

間
第
二
期
〈
締
約
聖
ぃ
帯
側
課
)

職
業
の
意
義
に
は
大
韓
凶
つ
あ
っ
て
、
経
岨
門
的
且
つ
個
備
的
に
は
生
計
を
、
経
済
的
且
つ
統
閥
的
、
ま
た
は
枇
合
的
・
全
織
的
に

は
企
業
ま
た
は
地
位
(
峨
揚
)
を
意
味
す
る
と
と
L

な
り
、
倫
現
的
且
つ
個
情
的
に
は
天
職
、
倫
川
崎
的
且
つ
統
慌
的
に
は
純
分
を
一
不

こ
れ
は
徐
り
に
概
念
的
に
属
加
し
過
ぎ
た
か
も
知
れ
友
い
が
、
暦
史
上
に
つ
い
て
見
で
も
事
賓
と
れ
ら
の

も
の
が
典
型
的
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
を
既
に
述
べ
た
。

す
こ
と
L
な
る
。
併
し
、

そ
し
て
最
近
で
は
「
職
分
」
と
い
ふ
考
へ
が
特
に
・
次
第
に
高
唱
さ
れ
て
来
た
や
う
に
問
山
ふ
。

組
合
制
凶
家
L

又
は
「
協
同
値
凶
家
」
(
田
両
S
の
宮
匂

G
E立し

7

ア
ツ
シ
ズ
ム
の
峨
能
別
「
協
調

ナ
チ
ス
の
「
職
業
身
分
的
協
同
髄
」
又
は
「
職
分
間
家
」

3
5
E
2一E)

ル
1
テ
ル
の
「
職
業
」
に
つ
い
て

第
四
十
五
巻

七

第
五
貌

六
六

拙稿「職業内意鶏と間選」本誌九月務所紙
H. Schneider.佐々弘檎氏諜f"7Yツジ f ム閣家事」三二八頁、新明王道教授著
「フアツ~~ムゆ此舎観」一四一頁
服部英太郊氏「令控主義=職業身分的社曾I政策理論構想力課'l!J経済事第三銃
へえ頁以下。阿部涼一民事r:-.....品パンリlt骨粗済持説、鍾系」一九三頁

2) 

3) 



ル

F
テ
ん
の
「
職
業
」
に
つ
い
て

第
四
十
五
巻

と
稀
す
る
も
の
が
そ
の
主
怠
る
も
の
で
あ
る
が
、

七
=

と
れ
ら
の
思
想
的
根
源
は
シ
ユ
バ
ン
の
「
職
分
協
同
際
」
{
出
E
&
4に
め
る
と
さ
れ

六
六
四

第
五
銃

て
ゐ
る
。

ま
た
夏
忙
中
世
ス
コ
ラ
の
ト
マ
ス
・
ア
キ
ナ
ス
や
一
柳
秘
主
義
者
の
エ
ツ
ク
ハ
ル
ト
ら
の
思
想

そ
し
て
そ
の
シ
ユ
バ
ン
が
、

忙
依
る
と
と
少
か
ら
ぎ
る
も
の
が
あ
る
。
尤
も
、

ト
ミ
ズ
ム
の
直
系
を
引
〈
も
の
は
、

カ
ト
リ
ッ
ク
教
舎
や
そ
の
一
刑
事
的
品
開
撃
者
、

経
済
墜
者
ら
で
あ
っ
て
・
別
に
い
は
ゆ
る
協
調
的
職
分
協
同
健
を
唱
導
し
つ

L
あ
る
と
と
は
、

る。

み
注
入
の
よ
〈
知
る
と
と
る
で
あ

と
と
わ
が
来
得
の
所
制
「
職
分
」

田川し
T
先
を
に
掲
げ
た
る
職
業
の
第
四
の
意
義
と
し
て
の
臓
分
と
金
〈
符
合
す
る
や

1
3
ρ
1川
中

海

、

H
山
市
山
由

否
や
は
疑
問
で
あ
る
。

「
職
分
」
は
、
そ
の
中
に
職
業
の
第

フ
ア
ツ
シ
ズ
ム
や
ナ
チ
ス
の
、
ま
た
は
シ
ユ
バ
ン
や
カ
ト
り
シ
ズ
ム
の

三
の
憲
議
と
し
て
事
げ
た
天
峨
b
L
ば
到
底
十
分
に
含
ん
で
は
ゐ
友
い
か
ら
で
あ
る
。
個
櫨
的
・
宗
掛
私
的
左
と
の
天
帆
の
意
義
は
.
西

欧
に
於
て
は
宗
敬
筆
者
ル

1
1
3
3イ

ン
等
に
よ
っ
て
、
召
伊
思
想
と
し
て
特
に
展
望
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
と

で冒

職

金
の
意
義
を
真
に
明
か
に
す
る
た
め
に
は
、
ま
づ
ル

1
テ
ル
や
カ
ル
ヴ
イ
y
の
天
職
に
闘
す
る
臓
業
向
闘
を
一
際
究
め
な
け

れ
ば
な
ら
詮
い
。

と
れ
は
そ
の
宗
教
的
、
殊
に
新
数
的
危
る
召
命
の
思
想
が
叡
め
で
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
従
来
職
業
を

問
題
と
し
、
職
分
を
唱
導
す
る
多
く
の
も
の
も
、

と
も
す
れ
ば
此
の
天
職
観
又
は
召
命
観
に
つ
い
て
交
分
に
顧
慮
し
左
い
。
無
減
す

る
か
又
は
誤
解
す
る
揚
ム
口
が
多
い
。
彼
の
マ
ッ
ク
ス
・
ウ

z
I
パ

1
の

「
新
教
倫
理
と
資
本
主
義
一
精
榊
」
も
、
そ
の
焦
黙
を
第
一
に

t
p
l
テ
ル
の

=
目
白
伺

に
置
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
し
て
絞
は
決
し
て
単
純
・
早
急
に
「
新
教
」
と
「
資
本
主
義
」
と
を
結

ぴ
付
け
よ
う
と
し
た
の
で
友
〈
、
況
ん
や
資
本
主
義
の
焚
展
に
粍
劉
的
に
力
を
貸
し
た
も
の
と
し
た
の
で
は
な
い
が
、
少
く
と
も
何

ら
か
の
交
渉
・
関
聯
が
あ
り
と
す
れ
ば
、
そ
の
限
り
に
於
て
、
髄
重
且
つ
相
針
的
に
問
題
と
し
よ
う
曹
と
し
た
の
で
る
る
が
、
そ
れ
で

O. Spann : Der wahre Staat 1923， S. 204・阿部源一氏~\l\r買E岡家論」ご宍六頁
レオ十三世の向車市「レールムリバールム J189

'
， (日本 tr1-1) 'Y夕刊行舎搾三

四賀以下)，ピオ十一1止の悶勅「クヮ rラ ジι ジモ・ Y'!/ノJf93I， (上智大挙課
周回買以下)， ヨハネ λ・ ラ ウ レ ス著:rカト明少ク的社合理担j'1933， (J:智大暴脅
=三頁以下)~ H. Pesch: Lehrbuch--oer NatjonaJökonorrd_{~ J~ ， 192~ ， S. 662ι 
「天職」止い」、言葉は、初品列子、孟子自中によZぇ、元晴天子の職務とい」

4) 
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も
ウ
エ

1
パ

1
の
所
論
は
、
結
果
か
ら
見
て
、

を
解
す
る
に
は
梢
身
性
念
の
憾
み
が
あ
る
。

ル
l
テ
ル
の

ヨ
図
。
円
，
E
『
ミ

そ
の
後
と
れ

に
闘
し
て
色
h

左
設
が
行
は
れ
た
が
、
何
れ
も
未
だ
十
分
に

ヨ
図
。
円
ロ
『

R

h

の
意
義
の
内
容
と
関
聯
と
に
つ
い
て
解
し
得
ら
れ
た
と
は

思
は
れ
な
い
。

そ
と
で
本
稿
の
目
的
も
ま
た
、

と
の
極
め
て
困
難
在
る
問
題
に
闘
し
て
一
一
示
唆
を
試
み
よ
う
と
す
る
に
外
な
ら
扱
い
。
主
と
し
て

ル
1
テ
ル
の
帥
刷
業
観
の
特
質
hr
明
か
に
し
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
先
づ
と
L

で
は
彼
の
三
国
0
2『
ミ

-
な
る
言
葉
の
用

法
に
闘
し
て
問
題
と
な
っ
て
ゐ
ろ
鮎

r鰯
れ
て
見
た
い
。
主
と
し
で
伎
の
思
想
会
開
の
脇
町
民
K
沿
っ
て
諮
べ
て
見
た
い
と
息
ふ
。

佃・・F

a同町

ル
l
テ
ル
の
生
揮
は
波
濁
前
向
丈
を
極
め
た
も
の
で
-
あ
る
が
、
彼
の
思
想
を
中
心
と
し
、
特
に
文
化
と
の
関
聯
の
聡
か
ら
見
れ
ば
、

大
開
=
一
期
に
分
け
ら
れ
る
と
忠
ふ
。
邸
ち
最
初
は
一
五
一
七
年
の
ヴ
イ
ツ
デ
ン
ベ
ル
ヒ
城
教
舎
に
於
け
る
九
十
五
筒
論
題
の
附
付
事

件
を
以
て
宗
教
改
革
の
燦
火
は
拳
げ
ら
れ
た
。

そ
の
時
を
以
て
先
づ
分
ち
、
第
二
は
一
五
二
五
年
か
の
農
民
戦
争
に
於
て
ん

I
テ
ル

が
農
民
反
劃
の
態
度
を
執
っ
た
時
を
以
て
分
勺
と
と
ミ
ナ
る
。
印
ち
、
第
一
期
は
大
略
一
五
一
七
年
ま
で
の
云
は
ピ
カ
ト
り
ツ
ク
時

代
、
第
二
期
は
そ
れ
か
ら
一
五
二
五
年
ま
で
の
宗
教
改
革
者
と
し
て
の
勃
興
時
代
、
第
三
期
は
そ
の
後
の
彼
の
晩
年
を
支
配
し
た
云

は
ピ
保
守
的
時
代
で
あ
る
。

↓
第
-
期
1

1

一
五
一
七
年
の
城
教
舎
に
於
け
る
宣
言
は
‘
彼
の
生
涯
に
と
っ
で
封
書
一
的
友
こ
と
で
あ
っ
た
。
併
し
と
れ
は
突
如

と
し
て
起
っ
た
と
と
で
は
左
い
。
前
か
ら
準
備
さ
れ
た
も
の
が
、
自
ら
爆
脅
し
た
も
の
で
あ
る
c

そ
の
準
備
・
邸
ち
思
想
上
の
犬
特

ル

1
テ
ル
の
「
職
業
L
に
つ
い
て

第
四
十
五
巻

第
五
披

七

六
六
五

味であったが、韓川されで「天ヨリ授ケラレ、其身ユ自然=具リタル務J(大雪
海ヘ「その人的身に自然に備はれる職務又臼天票の性に有I臆した z・職業J(大日
本間語辞典)、r'Rより命ぜられたる職、そのJ身に向 ι傭りたるつとめ、天票の
性にふさはしき職業J(言泉)とある如〈、天J:V授けられ又は自然に備 Pたる
職務とい」、意義である。
「召命」とは、ラテン語白 vocatio，凋語の Heruf，英語。 Callingであるが.初7) 



ル
ー
テ
ル
の
「
職
業
」
に
つ
い
て

第
四
十
五
巻

六
六
六

第
五
擁

七
回

換
は
何
時
起
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
大
鱒
彼
が
ヴ
イ
ツ
テ
Y

ペ
ル
ヒ
大
串
の
一
脚
率
教
侵
と
し
て
聖
書
の
一
講
義
を
友
し
つ

L
-あ

。
た
際
、
少
く
と
も
一
五
一
二
年
か
ら
一
七
年
ま
で

(
印
ち
、
詩
篇
、

ロ
マ
書
、
ガ
ラ
テ
ヤ
替
、

ヘ
プ
ル
害
位
一
寸
の
講
鮮
を
左
し
つ
L

あ
っ
た
際
)

の
聞
で
あ
っ
た
ら
う
c

併
し
乙
の
頃
の
彼
は
未
に
カ
ト
り
シ
ズ
ム
の
下
に
あ
っ
た
と
云
は
左
け
れ
ば
な
ら
ね
少
く
と

も
形
式
的
に
は
。
何
と
左
れ
ば
彼
は
と
の
頃
依
然
と
し
て
数
多
の
修
道
院
の
監
理
者
で
あ
っ
た
の
を
見
て
も
わ
か
る
。
か
L

る
中
に

も
彼
は
聖
書
の
研
究
と
獅
逸
紳
秘
白
丁
一
義
者
の
思
想
に
続
々
沈
静
L
・
漸
く
に
し
て
改
卒
的
忠
利
山
が
準
備
さ
れ
事
ん
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

筋
一
期
左
足
代
分
っ
て
、
官
づ
史
浩
、
次
に
力
ト
リ
EV
ズ
ム
、
廷
に
猫
泡
川
秘
主
義
品
刊
壮
一
寸
の
影
響
佐
見
る
た
め
に
、
社
れ
ら
各
々
の

職
業
翻
を
大
時
窺
っ
て
見
ょ
う
。

イ
聖
書
|
|
宗
教
改
革
に
最
も
大
き
在
力
を
興
へ
た
も
の
は
、
聖
書
で
あ
る
。
そ
こ
?
先
づ
葎
約
型
一
蓄
に
つ
い
て
見
る
に
、
そ
と

で
は
職
業
又
は
召
命
と
諜
さ
る
ぺ
き
言
葉
の
原
意
は
「
遣
す
」
と
云
ふ
語
根
か
ら
生
じ
て
ゐ
る
と
云
ふ
。
そ
れ
は
ま
た
「
仕
事
」
「
課

業
」
友
F-
の
意
味
、
更
に
「
紳
命
の
充
足
」

の
意
味
も
あ
る
。
従
て
紳
よ
り
遣
は
さ
れ
る
と
云
ふ
と
と
は
そ
の
行
潟
、
作
用
を
示
す

揚
A
口
と
、
そ
の
地
位
、
欣
態
に
在
る
と
と
を
一
示
す
場
合
と
が
る
る
。
前
者
は
召
命
的
と
一
云
ふ
ペ
〈
、
例
へ
ば
、
預
一
言
者
の
場
合
で
あ

、
、
、

る
。
後
者
は
地
位
的
と
云
ふ
ぺ
く
、
例
へ
ば
祭
司
の
揚
合
で
る
る
。
雨
者
は
共
に
一
刊
に
撲
ば
れ
、
柿
に
遣
は
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

放
に
然
ら
ざ
る
も
の
と
は
明
か
に
隔
別
さ
れ
る
。

と
れ
を
翠
別
と
云
ふ
が
、

乙
の
思
想
は
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
に
於
て
は
特
に
厳
し
か
っ

た
。
例
へ
ば
揚
所
に
つ
い
て
は

俗
界

i
聖
地
|
聖
都

l
聖
殿

l
聖
所
至
聖
所
と
な
し
、
人
に
つ
い
て
は
、
民
!
選
民
|
レ
ピ
人

ー
ア
ロ

y
系
祭
詞

l
大
祭
司
と
い
ふ
風
に
匝
別
が
順
序
的
に
明
確
に
な
っ
て
ゐ
た
。
そ
こ
で
自
ら
祭
司
の
峨
は
.
世
俗
的
職
業
と
は

区
別
さ
れ
て
、
目
躍
も
高
き
聖
友
る
業
務
で
る
る
と
さ
れ
た
。

一
定
の
地
位
・
身
分
を
持
つ
階
級
の
も
の
に
限
ら
れ
て
、
従
て
特
権
を

めは純宗教的に用ひられ「帥の脅しj，'鱈侶になること j，I-~職につ〈こと」等
を意味したが、後に宗教改革の頃から漸〈世俗一般の職業を意味するようにな
った。
M. Weber は「宗教改革者として活動せる最初の-t.!~手間j (私円云ふ第二期)を
以て、ルーテルの生探の山であ墨 ξなし、その前と桜とのこ・期1士分った。 (G.A.
R.I， s. 71 f.)第三三期(保守的時代)については、)'L.'"'-7";1レの歎曾事理主見でもわ
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持
っ
た
の
で
あ
る
。

と
れ
に
封
し
て
預
言
者
は
、
直
援
に
一
岬
よ
り
召
命
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
て
如
何
な
る
地
位
に
あ
り
、
例

へ
卑
し
ぎ
業
に
従
事
す
る
ん
」
雄
も
差
し
支
へ
な
い
。
召
命
hf-
ば
全
〈
精
紳
的
に
解
四
押
し
た
の
で
あ
る
。
苔
約
聖
書
に
於
て
は
、
従
て

濯
び
又
は
召
命
に
つ
い
て
は
此
の
二
様
の
見
解
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

J

新
約
型
車
日
に
於
て
は
、

イ
エ
ス
の
隔
音
が
極
め
て
内
的
な
も
の
と
し
て
賀
さ
れ
た
が
放
に
、
自
ら
榊
の
濯
び
、
岬
の
喜
び
と
友
る

も
の
は
、
地
位
の
上
下
、
身
分

ω貴
燥
に
拘
は
る
こ
と
左
く
、
唯
悔
ひ
し
昨
け
し
魂
で
あ
る
。
祭
司
の
如
き
、
目
に
見
え
て
枇
舎
的、

に
匝
別
せ
ら
れ
た
る
者
に
は
よ
く
反
針
し
、
弱
き
卑
し
き
境
過
の
者
に
は
「
一
岬
の
国
」
民
に
遁
は
し
き
も
の
と
し
た
。
柑
怖
に
よ
れ
ば
濯

州
出
ば
極
め
て
内
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
云
は
刊
誌
茂
一
言
者
の
召
命
的
な
も
の
と
し
て
強
く
解
か
れ
た
。
従
て
地
上
の
職
業
は
如
何
た
る

も
の
で

b
つ
で
も
救
び
の
妨
げ
に
ι
な
る
も
の
合
は
な
い
口
併
し
そ
う
閉
山
つ
で
も
、
地
上
の
峨
業
の
奈
が
如
何
に
あ
っ
て
も
よ
い
と

常
に
云
っ
た
の
で
は
友
い
。
自
ら
そ
こ
に
匝
別
さ
れ
た
る
業
態
を
指
示
し
た
こ
と
も
あ
る
。
十
二
使
徒
を
特
に
撰
び
、
彼
等
の
「
網

を
捨
て
」
さ
せ
た
と
云
ふ
と
と
を
撚
く
思
ふ
べ
き
で
あ
る
。
こ
、
に
り
ま
た
葎
約
の
祭
司
的
翠
別
の
意
味
が
汲
み
と
ら
れ
て
ゐ
る
と

と
を
知
る
の
で
あ
る
。
ま
た
パ
ウ
ロ
に
よ
れ
ば
彼
の
選
び
叉
は
召
命
は
等
し
〈
内
商
的
で
あ
る
。
従
て
惟
上
の
地
位
や
業
務
に
は
か

主
は
ら
友
い
と
も
云
へ
る
。
併
し
彼
の
考
へ
は
ま
た
強
く
終
末
的
で
あ
っ
た
故
に
、
興
へ
ら
れ
、
備
へ
ら
れ
た
地
位
・
身
分
・
業
務
の

そ
の
ま
L
に
あ
る
こ
と
を
薦
め
た
。
積
倒
的
に
「
手
づ
か
ら
働
き
て
し
生
活
す
べ
し
と
は
、
屡
々
彼
が
数
舎
の
人
々
に
薦
め
た
と
と

日

H

ろ
で
あ
り
、
彼
自
身
も
「
幕
犀
製
造
」
を
世
上
の
業
務
と
し
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
矢
張
り
・
人
々
が
「
幅
一
音
に
よ
っ
て
」
生
活

す
る
こ
と
が
最
も
望
ま
し
い
と
も
云
っ
て
ゐ
る
。
要
す
る
に
パ
ウ
ロ
の
峨
業
規
は
大
時
に
於
て
保
守
的
で
あ
っ
て
J

業
務
に
特
に
精

防
せ
よ
と
云
ふ
の
で
は
た
く
、
そ
の
位
地
に
あ
れ
、
そ
の
欣
態
の
ま
、
に
あ
れ
と
云
ふ
の
で
あ
る
。

こ
の
様
友
保
守
的
左
職
業
視
が

ル
l
テ
ル
の
「
職
業
」
に
つ
い
て

第
五
競

第
四
十
五
巻

六
六
七

七
五

G. 

かるが、手IJ子論その他の経済論などに於てi顕著なものがある。拙稿「ルーテル
の商業及利子論」本誌昭和十一年六月鎖:参照。
Karl Holl: Die Ge:.chichte ctes Wort削 H，en'f.， G..A.K. III， 1928， S. 214・
M. Weber: Die prote::.tantische Ethik uno:l d(~r Geist des Kapitalbmus， 
A. R. J， S. 63， a. 1. 
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ル
E
テ
ル
の
「
職
業
」
に
つ
い
て

七
六

ヨ
ハ
ネ
に
つ
い
て
カ

1
1
F
・
ホ
ル
が
述
べ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
も
・
わ
か
る
。

第
四
十
五
巻

六
六
八

第
五
銃

使
徒
時
代
の
一
般
の
考
へ
で
る
っ
た
こ
と
は
、

要
之
、
聖
書
に
於
て
は
、
職
業
の
根
幹
を
た
す
と
こ
ろ
の
撰
び
叉
は
召
命
の
思
想
に
於
て
、
大
股
一
一
様
の
考
へ
が
あ
る
。
有
命
そ

れ
自
身
は
内
的
・
個
的
且
つ
作
用
的
友
も
の
で
あ
る
が
、
ま
た
他
面
に
は
外
的
・
佐
合
的
且
つ
状
態
的
危
地
位
・
身
分
と
い
ふ
ゃ
う

危
考
へ
を
も
持
っ
て
ゐ
る
。

(ロ)
刀
ト

シ
ズ
ム

Yレ

フ-

Fレ

に

と
イコ

て

カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
影
響
は
容
易
に
取
り
去
り
難
い
も
の
で
あ
る

U

被
の
宗
毅
改
革

の
動
機
は
.
初
め
は
必
十
し
も
カ
ト
リ
シ
ィ
パ
ム
に
庶
針
せ
ん
が
た
め
に
灰
刻
し
た
の
で
は
な
い
。
被
は
カ
ト
リ
r

シ
ズ
ム
注
目
県
の
賞
味

の
も
の
に
取
り
返
へ
さ
う
と
し
た
の
に
初
ま
る
と
云
へ
ょ
う
。

そ
と
で
彼
の
思
想
全
般
も
、

必
十
し
も
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
反
射
の
も

の
h
み
で
は
た
い
。
犬
慨
に
於
て
寧
ろ
カ

F
リ
シ
ズ
ム
の
影
響
下
に
あ
っ
た
、
但
し
そ
の
革
む
べ
き
黙
を
特
に
強
調
し
た
と
見
る
〈

き
で
あ
ら
う
。
従
て
ル

1
テ
ル
の
職
業
観
を
見
る
揚
ム
口
に
も
、
我
々
は
そ
の
根
底
に
於
て
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
職
分
蹴
が
銃
は
れ
る
と

ず
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
職
業
観
、
帥
ち
職
分
視
に
つ
い
て
は
後
に
詳
述
す
る
積
り
で
あ
る
か
ら
、

と
h
に
は
た
ピ
そ
の
要
賦
を

-mし
τ

見
ょ
う
。
大
般
に
於
て
云
ふ
と
、

カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
ス
コ
ラ
的
職
分
観
と
云
ふ
も
の
は
、
聖
書
に
於
け
る
祭
司
的
方
面
、
卸
ち
地
位

身
分
又
は
欣
態
と
い
ふ
方
面
を
特
に
強
調
し
た
も
の
と
云
ふ
こ
と
が
出
来
よ
う
。
即
ち
峨
業
の
外
的
、
枇
舎
的
且
つ
地
位
的
危
親
方

を
ば
、
全
く
聖
職
に
つ
く
と
と
、
僧
侶
と
た
る
と
と
と
た
し
、
世
俗
的
職

紳
の
召
命
帥
ち
二
。
口
同
zo--

業
か
ら
は
恒
別
し
な
け
れ
ば
友
ら
な
い
と
し
た
。
併
し
と
の
離
に
つ
い
て
は
、

を
重
ん
や
る
の
で
る
る
。

ル
1
テ
ル
が
制
度
に
反
劃
し
た
の
で
あ
っ
て
、
人
の

召
さ
れ
る
は
そ
の
業
の
如
何
に
あ
る
の
で
は
友
い
、
寧
ろ
世
俗
の
如
何
た
る
耐
刷
業
の
献
態
に
あ
っ
て
も
窓
際
可
能
左
り
と
し
た
。

=-!ゾ 4・ 28，テ+ローヶ前 4 11， 
使徒行停 18 3， 20・34
ヨ v"ト前 9・14， 17 
山谷省吾博士著r::r 1) y ト前帯、新害事ξ解稗」一三;o;:ilii:
K.rl HolI: G.A.K. IIJ， S. 189・
1!!:俗的職業を云ひ表はすには、 o伍cium，munus， prof;:~~，~do ， ars， locus又は opus

子世ロ=ゥf;1~ .3， J:2 12) 
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た
ほ
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
峨
分
視
の
特
徴
と
し
て
は
‘
峨
業
の
選
捧
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
聖
職
で
あ
っ
て
も
‘
世
俗
の
職
業
で
あ
っ

て
も
‘
そ
の
人
の
側
の
生
来
の
傾
向
性
と
い
ふ
も
の
が
重
税
せ
ら
れ
て
ゐ
る
閣
で
あ
る
。
勿
論
紳
の
選
び
(
印
ち
一
岬
慮
)
と
云
ふ
も
の
を

確
〈
執
っ
て
は
ゐ
る
が
。

と
の
賠
に
つ
い
て
も
ル

1
テ
ル
は
著
し
く
具
る
の
で
あ
っ
て
、
全
く
一
柳
の
側
の
絶
針
的
意
士
山
に
基
〈
も
の

で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
峨
業
の
種
類
が
、
前
者
で
は
そ
の
ま
と
償
値
の
上
下
と
な
っ
て
、
階
段
的
に
位
置
付
け
ら
れ
る
、
云
は
ゆ
る

ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ヤ
の
枇
舎
秩
序
を
一
不
ナ
。

と
れ
ら
の
轄
に
つ
い
て
は
、
た
ほ
別
に
や
L

詳
細
に
遁
ぺ
る
と
き
が
あ
ら
う
。

川
ぺ
掲
港
柿
秘
・
主
義
l
l
i
ス
百
一
ア
的
峨
介
視
が
、
袈
替
に
於
け
る
祭
司
的
方
閥
、
印
ち
地
位
骨
職
業
視
を
比
較
的
多
〈
執
っ
た
と
す

れ
ば
、
濁
溜
榊
秘
主
義
者
の
思
想
は
(
カ
ト
リ
u
f
ム
の
大
き
な
流
れ
の
中
に
あ
り
乍
ら
も
)
著
し
く
預
言
者
的
方
面
、
郎
ち
内
的
・
召
命
的

刷
業
翻
を
強
制
し
た
と
せ
ら
れ
る
由
例
へ
ば
ヱ
ツ
ク
ハ
ル
ト
や
タ
ウ
テ
ー
は
鍛
に
於
げ
る
一
酬
と
の
百
般
的
在
官
官
'
り
と
-
E
ふ
瓢
没
拠
調

す
る
と
と
か
ら
し
て
‘
紳
の
選
び
と
い
ふ
も
の
は
決
し
て
外
的
‘
制
度
的
友
業
務
の
種
類
に
よ
っ
て
異
る
も
の
で
は
た
い
。
神
は
棉
て

を
創
り
、
綿
て
を
統
め
る
。
従
て
.
世
俗
の
卑
し
き
業
務
に
た
や
さ
は
る
者
の
中
に
も
、
勿
論
自
由
に
榊
の
選
ぴ
と
一
五
ふ
も
の
は
あ

る
。
彼
ら
の
日
常
の
行
活
そ
の
中
に
所
謂
召
命
は
あ
る
と
云
ふ
。
「
持
働
は
融
界
た
り
」
と
は
正
に
彼
ら
の
思
怨
で
あ
る
。

ル
ト
は
云
ふ
、
「
人
K

は
悦
惚
の
欣
態
に
あ
る
よ
り
も
、
一
脚
陀
置
か
れ
た
る
地
位
に
あ
っ
て
、
打
禾
ず
る
方
が
よ
い
L

と
。
ま
た
タ
ウ

ラ
1
は
「
白
か
ら
の
召
命
(
刀
ロ
ヨ
ー
に
於
て
働
か
な
い
(
所
謂
)
精
神
的
友
人
達
(
常
侶
)
上
り
も
、
彼
等
(
壁
一
八
)
の
方
が
、
そ
の
召
命
に

、、
上
り
従
っ
た
も
の
と
一
云
ふ
べ
き
で
あ
る
」
左
云
っ
て
ゐ
る
。

ヱ
ツ
ク
ハ

か
h

る
相
側
泡
一
刑
制
問
主
義
者
の
思
却
が
ル

1
テ
ル
に
著
し
く
影
響
を
奥
へ
た
。
一
柳
の
選
び
、
一
柳
の
召
命
と
は
必
や
し
も
聖
職
に
つ
く

と
と
の
み
で
は
友
い
。
置
か
れ
た
る
備
へ
ら
れ
た
る
、
地
位
、
場
所
、
業
務
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
如
何
に
卑
し
き
も
の
で
あ
っ
て
も

ル
ー
テ
ん
の
「
職
業
」
に
つ
い
て

第
四
十
歪
巻

六
六
九

第
五
強

七
七

←?  な1:-の言葉を用ひ、何れも経済的、手工的、義務的又は地位的な謂ひである。
F 目 (M.Weber: G.A.R. I， S. 64 ，，) 
，8):. Karl Holl: G.A.K. TTT， S. 205. 
19)ーー"Ru町"なる言葉を世俗的職業の意味v.:初めて用ひたのは Taulerであると。

(M.-Weber: G.A.R. I， S. 66 a.) 
坦)崎 M.~Weber: a. a. O. S. 66 a. 



ル

1
テ
ル
の
「
職
業
」
に
つ
い
て

第
四
十
五
巻

六
七
O

第
五
競

七
i¥. 

紳
の
備
へ
給
ふ
た
も
の
で
あ
る
限
り
は
、
そ
こ
に
あ
っ
て
榊

h
k
容
れ
ら
れ
得
る
と
し
た
。
併
し
そ
う
は
云
つ
で
も
何
・
也
被
が
世
俗

的
職
業
を
ば
積
極
的
に
是
認
せ
ん
と
し
た
と
か
、
そ
の
祈
動
を
薦
め
た
と
か
云
ふ
の
で
は
た
い
。
と
も
角
も
召
命
を
ば
純
精
榊
的
に

解
し
て
世
俗
的
職
業
の
中
に
も
可
能
友
る
も
の
と
し
た
。

か
t

ミ
る
思
想
は
確
に
猫
逸
紳
秘
主
義
者
の
影
響
で
あ
る
。

ル
ー
テ
ル
は

ミ
岡
山
口
問

.
R
R

、、

と
云
ふ
言
葉
を
、
紳
秘
主
義
者
の
如
き
」
思
想
を
以
て
使
用
し
た
。
併
し
そ
う
か
と
一
去
っ
て
ご
河
口
qRa
又
は

u
w
F
E
弓
‘
を
以

て
積
極
的
に
世
俗
的
職
業
の
荊
動
を
意
味
し
よ
う
と
し
た
と
は
必
十
し
も
云
は
れ
た
い
と
思
ふ
。
紋
は
そ
の
思
想
を
持
っ
た
。
そ
し

、、

て
十
分
陀
表
は
し
た
の
併
し
、
J

は
巾
山
口
吋
に
と
云

J

し
山
言
葉
の
使
肘
の
上
に
於
て
の
み
そ
れ
を
兄
J
v
っ
と
す
る
こ
と
は
小

J

卜
分
で
あ
る
と

云
は
ι
な
け
れ
ば
た
ら
友
い
。

コ
第
ニ
湖

l
l
ル
1
チ
ル
の
回
2
c「
ミ
に
闘
す
る
新
し
い
考
へ
が
出
来
た
の
は
、
右
に
辿
ぺ
た
る
如
〈
大
徳
一
五
一
七
年
の
少
し

カ
ー
ル
・
ホ
ル
の
研
究
に
よ
る
と
、
ル

1
テ
ル
が
「
ロ
マ
害
講
解
」
に
於
て

hggH】

C

・
を
如
何
に
用
ひ
た
か
に
う

ア
プ
ラ
ハ
ム
の
揚
合
の
如
く
可
此
の
世
を
捨
て
た
揚
合
、
即
ち
修
道
院
に
這
入
る
と
か
、
掛
附
侶
に
た
る
と
か

前
頃
で
あ
る
。

い
て
調
べ
て
見
る
と
、

の
意
味
に
用
ひ
ら
れ
た
揚
合
も
あ
る
が
、
ま
た
他
方
に
は
総
べ
て
の
階
級
や
職
業
の
基
替
者
に
も
夫
身
分
興
さ
れ
る
と
云
ふ
意
味
に

用
ひ
た
揚
合
も
あ
る
。
従
て
彼
は
皐
純
に
ス
コ
ラ
的
職
分
観
を
受
け
継
い
だ
の
で
は
・
泣
く
、
寧
ろ
狽
逸
榊
秘
主
義
者
に
よ
り
多
く
影

饗
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
思
想
に
於
て
は
、
信
仰
に
よ
っ
て
自
己
は
榊
の
前
に
空
し
き
も
の
と
友
り
、
榊
の
精
占
支
配
の
行
は
る

L
B
t
ζ

ろ
と
た
り
、
従
て
今
や
自
ら
の
行
潟
を
友
す
と
云
ふ
よ
り
は
、
一
柳
の
計
書
の
ま
与
に
行
岬
摘
を
左
ナ
。

か
t
h

る
僻
信
K
立
つ
が

故
に
員
の
行
震
は
恋
さ
れ
、
倫
理
は
成
立
す
る
と
見
る
。
故
に
人
の
側
に
が
け
る
行
潟
の
種
類
や
程
度
に
つ
い
て
は
、
何
の
問
題
も

な
い
の
で
あ
る
。
如
何
た
る
業
務
、
如
何
友
る
担
額
所
に
於
て
も
、
一
脚
の
委
任
た
り
と
し
て
業
務
を
途
行
し
よ
う
と
す
る
。

こ
L
に
現

K. Holl; G.A.K. 11T， S. 214. 
Luthers Vorle四 nguber den Romet:brief l[5I5/I516. (La口n)h.g. v. J. Ficker1 

Leipzig， 1930: (Deutsch) v. E. Ellweio， Munchen， J[ 9:;;~8. 
創世 記 日
M. Weber: G.AR. 1， S. 69， 71. 
Kad Holl; G.A.K. III， S. 218 f.， 318 f. 
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世
的
義
和
の
充

Lμ
」
云
ふ
こ
と
が
生
じ
て
来
る
。
備
へ
ら

hw
た
庭
に
、
興
へ
ら
れ
た
る
務
め
に
定
分
に
力
を
議
す
、
そ
れ
が
如
何
に

世
俗
の
卑
し
い
業
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
困
難
校
庭
で
る
っ
て
も
、
一
紳
の
強
請
た
る
限
り
は
そ
れ
に
奉
仕
す
る
と
云
ふ
の
で
る
る
。

E
4品
た
る
職
業
在
れ
ば
、
紳
の
目
に
於
て
は
、
全
く
同
様
た
債
値
を
持
つ
も
の
と
た
っ
た
。

か
L

る
息
畑
山
は
一
五
一
九
年
の
ラ
イ
プ
チ
ヒ
論
争
に
於
て
も
党
分
現
れ
て
ゐ
る
と
さ
れ
、
棉
て
の
慕
督
者
は
直
接
に
紳
と
の
闘
係

の
様
に
し
て
、

を
結
ぶ
と
と
が
出
来
、
一
繭
昌
日
忙
於
て
召
命

(
河
口
同
)

が
興
へ
ら
れ
る
と
し
た
。
か
く
云
つ
で
も
、
彼
は
決
し
て
併
峨
を
無
視
し
た
と

か
、
卑
し
め
た
と
か
云
ふ
の
で
は
な
い
。
彼
は
臼
に
見
え
る
枇
合
的
友
る
聖
・
俗
の
匝
別
は
、
信
仰
の
本
質
に
立
つ
召
命
の
決
定
的

内
容
を
作
ら
な
い
と
一
疋
ふ
の
で
わ
る

3

彼
自
身
、
終
生
併
侶
の
立
誓
そ
取
消
吉
た
か
っ
た
1ζ

一
瓦
ふ
と

A
?
明
か
で
ら
る
。
更
に
此
の

「
叢
口
合
禁
の
説
殺
し
に
於
て

「
自
己
克
服
と
榊
信
仰
か
ら
し
て
‘
納
べ
て
の
自
由
な
る
山
営
業
に
従
ふ
c

業
に
於
で
京
し
斉
規
則
を
-
悲
し
、
そ
れ
を
一
柳
の
助
け
左
倣
し
た
。
有
命
の
義
務
と
い
ふ
考
へ
に
友
っ
た
〕
更
に
同
年
の

田

ピ
ロ
ン
抑
囚
〕
に
於
て
も
「
長
夫
ま
た
妻
女
の
持
働
は
、
信
仰
に
於
て
友
す
こ
と
が
出
来
る
」
と
云
っ
て
ゐ
る
。

ヰE
(/) 

思
想
以
一
五
二

O
年
の

「
教
舎
の
パ

此
の
如
き
思
想
は
、
か
く
て
ル
l
テ
ル
の
中
に
次
第
に
醸
し
出
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
言
葉
の
上
か
ら
は
、
従
来
宗
教
的
な

意
味
で
の
召
命

P
2
P
Z
C
)

を
ぽ
ミ
岡
山
口
由
主
又
は
這

F
E
E
S四
E

を
以
て
云
び
現
し
て
ゐ
た
の
を
、

ル
l
テ
ル
は
矢
張
。
そ
の
ま

L
受
け
継
い
で
用
ひ
て
ゐ
る
場
合
が
多
い
。
少
く
と
も
一
五
一
一
一
一
年
の
新
約
聖
書
欄
誇
の
頃
ま
で
は
、
仙
似
の
思
想
に
於
て
は
世
俗
の

職
業
を
も
認
め
て
召
命
の
中
に
入
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
言
葉
の
上
で
は
十
分
に
表
現
し
て
は
ゐ
た
い
。

と
こ
ろ
が
新
約
聖

書
の
郁
器
に
於
て
は
、
殊
に
パ
ウ
ロ
の
ヨ
リ
ン
ト
前
書
の
七
掌
十
七
節
以
下
に
於
い
て
ピ
あ
る
が
‘

ル
1
テ
ル
は
従
来
ラ
テ
ン
語
に

於
て

-
5
2
z。
、
左
る
言
葉
を
用
ひ
で
あ
る
と
と
ろ
を
之
河
口
司
自
民
又
は
三
回
。
E
『
ミ
と
云
ふ
一
言
葉
を
以
て
賞
て
た
、
と
云
ふ
こ
と
を

ル
1
テ
ル
の
「
職
業
」
に
つ
い
て

第
四
十
五
巻

第
五
銃

七
九

ノ、

七

乙

Sermon von dem guten Werk<‘n， 1520. 
Karl Ho11: a. a. O. S. 216. 
De captivitate Bal)ylonica ecclesiae， 15:'!!J， 
Karl 目。11:a. a. O. S. 216. 
班. VV~eber: a. a. O. S. 67 a. 
邦諜では、改正課「各人そ白召されし時のH~:l< 止るベし」、永井謬「おのおの召
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ル
ー
テ
ル
の
「
職
業
」
に
つ
い
で

油

引

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
孟

l
パ
ー
が
指
摘
し
た

3

印
ち
同
廿
節
に
於
て

:
c
g
s
z
E
5
5よ
ZP5(包
7
5
E
S
E
-
u
F
Z
g
宮

5
2
2て

コ
]
戸
一
【
}
}
ぬ
同

-wrqzmFgrw
斗

mg
岡
山
同

hLmwユコ
3
2
2
g
-
Z『

2
E
E

の
意
味
で
は
な
く
身
分
の
意
味
で
は
る
る
が
。

第
四
十
五
巻

ノ、

七

第
五
競

^ O 

と
あ
る
と
こ
ろ
を
、

と
議
し
た
。

勿
論
ま
だ
と

h

で
は
、

今
日
云
ふ
と
と
ろ
の

「
職
業
」

丘七
ι〉

ウ
エ

1
パ

l
の
指
示
す
る
と
と
ろ
に
よ
る
と
、

期
に
つ
い
て
ル

I
テ
ル
は
克
に
そ
の
翌
二
三
年
に
此

ω
筒
所
に
つ
い
て
講
鮮
を
し
て
ゐ
る
が
、

の
白
山
と
一
五
ふ
と
と
に
つ
い
て
述
ぺ
た
。
邸
ち
ル

1
テ
ル
は
此
底
に
於
て
総
べ
て
の
職
業
の
白
山 そ

の
中
に
於
て

M

己
一
白
川
ロ
E
C
V

(
勿
論
そ
町
献
態
と
一
再
ふ
意
味
で
あ
ワ

ザ
山
、
ぜ
い

ν〕

日

人
間
的
制
胞
の
拘
束
は
拒
絶
廿
「
り
る
ぺ
許
い
た
と
一
ロ
ム
乙
と
を
窓
味
し
た
と
U

と
一
式
ふ
考
h
t
示
し
た
。

於
て
ル

l
テ
ん
が

も
っ
と
十
分
に
研
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
忠
ふ
。

(註

τ

と
云
ふ
一
言
葉
を
使
っ
た
と
云
ふ
鈷
と
、
一
五
二
三
年
の
コ
リ
ン
ト
前
書
誌
鮮
に
於
て
、
=
ロ
E
Z
T
な

併
し
と
の
ウ
エ

I
パ

1
の
見
餅
は

即
ち
一
五
二
二
年
の
聖
書
棚
詳
に

M
H凶
凶
『

E
「

内
証
ニ
】

る
言
葉
を
使
用
し
た
裏
面
に
世
俗
的
峨
誌
の
自
由
の
概
念
が
寂
さ
れ
て
ゐ
る
と
云
ふ
黙
と
に
つ
い
て
ピ
る
る
。

(
註
一
)

ん
!
テ
ル
諜
の
漫
寄
と
し
て
現
行
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
は
殆
ん
ど
総
て
、
前
記
の
筒
所
は
沼
田
町

E
t
と
な
ワ
て
ゐ
る
が
、
彼
白
金
集
Y
イ

7

1

明

ル
版
に
よ
れ
ば
、

、とあ

P
、
夏
に
一
五
四
六
年
版
即
ち
d
w
I
テ
ル
生
前
の
最
後
版
に
於
て
も
金
〈
同

(
註
二
)

一
五
二
二
年
の
初
版
本
に
は
ミ

E
宅

R

ピ
〈
さ
自
由
崎
町
・
と
あ
り
、

z
出
2
ロ『
E

で
は
な
い
。

?
 

一
五
二
三
年
の
講
解
を
且
ル
ラ
ン
ゲ
ン
版
に
つ
い
て
見
る
こ
と
を
得
な
い
が
、
そ
こ
に
於
て
例
ヘ
ル

1
テ
ル
が
と
巳
-
E
国
O
E
F
E

と
い
ふ
言
葉
を
使
用
し
た
と
し
で
も
、
そ
の
ヨ
国
2
え
a

を
以
で
直
ち
に
世
俗
的
職
業
の
自
向
の
意
義
が
寂
さ
れ
て
ゐ
る
と
、
と
る
と
と
は

危
険
で
あ
る
。
純
然
た
る
宗
教
的
意
義
の
召
命
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
朕
態
を
示
す
と
云
ふ
伎
の
と
こ
ろ
で
あ
、
b
う
o
市
一
史
に
ん

1
テ
ル

内
刈

が
出
向
目
『
な
る
言
葉
を
一
五
ニ
二
年
阪
に
於
て
は
用
ひ
な
か
っ
た
の
か
と
云
ふ
と
さ
う
で
は
な
い
。
彼
は
他
の
と
と
ろ
に
於
て
も
J
・
Z
E司
R

と
云
ふ
言
葉
を
用
ひ
た
。
更
に
一
五
四
六
年
版
に
於
て
は
、
そ
れ
ら
は
何
れ
も
大
文
字
の
沼
田
O
E『

h
R

と
な
っ
て
ゐ
畠
d
(
者
E
E
R
P
E
官
「
0

・

F

回-ヨ
l
M
M
H
・
)
而
も
そ
れ
、
b
の
何
れ
も
が
、
金
〈
宗
教
的
な
意
味
か
又
は
召
さ
れ
し
献
態
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

の
自
由

併
し
そ
れ
は
兎
に
角
、
大
踏
に
於
て
ル

I
テ
ル
の
峨
業
視
は
一
五
二
二
年
頃
に
は
飴
程
近
世
的
友
も
の
に
近
づ
い
た
と
は
云
へ
る

されたる荷、そのろもに屑るペし」、山容搾「各自は召在れた耽惑の世， Iて止る
ベ号だ」英語({k定課“ Lctcvcry mlln abioe in tlle ~<ιm巴 callin官 whereirl he 
wa~ called." J. Moffafl(I934)，“ Evervone mu::，t remain in the conrlition of life 
where he w肋 cal1crl"1i賄罪0.'lerv.1<1(19旧51，1 Que chacum 什emeu目 rlan~ la 
conrlition ou il etait qual'lrl il fut oppe!.; ~ルーテルは勿論主としで希雌原文
に依田ラテシ欝は参照したに止るが。 ~M. Reu; Luthe-r';，; Gennen Bible， 1934， 



が
、
併
し
=
回
司
『
E

「

と
云
ふ
言
葉
の
上
に
明
か
に
新
し
い
意
味
を
持
た
ら
し
た
と
は
云
へ
左
い
と
忠
ふ
。
多
く
の
揚
合
を
綜
合
ナ

る
と
、
純
宗
教
的
た
意
義
に
か
、
ま
た
は
召
さ
れ
た
る
校
態
、

地
位
と
か
云
ふ
程
度
の
も
の
で
あ
ら
う
。

3

と一

g
出
O
E
F
t
と
一
式
つ

て
も
、
そ
れ
は
す
ぺ
て
の
欣
態
と
い
ふ
意
味
で
あ
っ
て
、

こ
れ
を
以
て
直
ち
に
世
俗
的
峨
業
の
意
味
に
近
づ
け
る
の
は
危
険
で
あ
る

と
思
ふ
。

ヨ
第
三
期
|
|
一
五
二
五
年
の
農
民
戦
争
の
前
後
に
は
、
彼
の
思
怨
(
殊
に
文
化
視
}
は
著
し
く
同
変
化
し
た
様
に
忠
は
れ
る
。
全

視
と
し
て
保
守
的
と
た
っ
た
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
表
面
的
に
さ
う
見
え
る
の
で
あ
っ
て
、
他
国
か
ら
一
去
へ
ば
彼
の
忠
沼
は
一
段

と
護
展
し
た
と
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
兎
に
角
、
彼
の
職
業
観
に
も
著
し
い
愛
化
が
来
ら
さ
れ
た
と
は
思
は
れ
る
が
、
併
し
全
償
と

、

、

、

、

、

、

、

、

し
て
荊
動
と
か
持
倒
と
か
一
エ
ム
意
味
そ
強
制
す
る
上
り
は
、
寧
ろ
そ
れ
ら
を
内
に
含
ん
だ
と
乙
ろ
の
以
態
ま
た
は
地
位
を
ば
、
伸
明
細
川

と
し
て
強
調
し
た
の
で
は
た
い
か
と
思
は
れ
る
。
第
一
期
や
第
二
期
の
草
友
る
地
位
、
欣
態
で
は
な
い
、
も
っ
と
買
い
意
味
で
の
身

分
、
職
分
と
云
ふ
考
へ
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
し
か
し
=
∞
耳
ロ
「
2

の
一
言
葉
の
上
K
は
.
未
に
十
分
に
現
れ
て
は

ゐ
た
い
と
恩
ふ
が
。

イ
一
五
三

O
年
の
「
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
信
仰
告
白
〕
|
|
は
、

教
養
の
深
い
彼
の
親
友
メ
ラ
ン
ヒ
ト
Y
4に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
営
時
の
宗
教
改
革
者
殊
に
ル

l
テ
ル
汲
の
殺
義
を
知

ル
1
テ
ル
が
直
接
に
筆
を
取
っ
た
も
の
で
は
な
〈
、
人
文
主
義
的

ル
1
テ
ル
は
此
の
信
仰
台
自
に
は
徐
り
賛
成
で
は
友
か
っ
た
が
。

・
次
の
如
〈
指
摘
し
て
ゐ
る
。
そ
の
第
十
六
傑
に
於
亡
=
。
Z
}主命『
g
n
F
耳
目
コ
巾
吉
国
1
E『
た

I
C

云
ふ
言
葉
が
あ
る
が
、

Y

ト
前
書
七
章
の
揚
合
と
同
じ
く
「
客
観
的
秩
序
を
意
味
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
。
ま
た
第
二
十
七
僚
に
於
て
、

L
U
4。『『】日〔目白百四

る
上
に
便
利
で
あ
る
。
但
し
、

こ
れ
に
つ
い
て
、
ゥ
ェ

1
パ
1
は

と
れ
は
ヨ
リ

ル
1
テ
ル
の
「
職
業
」
に
つ
い
て

第
五
競

i¥. 

第
四
十
五
巻

ノ、
七

Berlin; 'Unusquisque， 
Columbus， pp. 152.) 
Biblia Sacra Latina， VuIgatae. TheodocL Bezae， I64Z， 
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ル

j
-
T
1
F
白
「
職
業
」
に
つ
い
て

第
四
十
五
巻

g-二
日
ロ
さ
ロ
の
D
C
問

B
三
P
O
E
m
a
E
S
H

第
五
雄

M
M
F
耳
耳
切
。
『
同
日
間
r
岳
、
]
『
ロ
自
国
円
E
T
Z
ロ
仏
国
o
q
m
g
F
E
Z
-
会
町
一
-
~
を
引
照
し
て
ゐ
る
が
.

己目。ロOロ
h
a

六
七
四

" 

出
向
E
L
F
8
5
出
。
『
Z
「
C
F
ロ

や
は
り
ウ
ェ

I
バ
1
の
云
ふ
様
に
紳
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
秩
序
又
は
朕
態
の
意
味
で
る
ら
う
。
突
に
第
二
十
六

U
 

僚
に
於
で
漸
く
に
し
て
立
回
E
M
t
が
現
代
的
意
味
佐
合
む
章
句
に
於
て
用
ひ
ら
れ
た
と
ウ
エ

I
メ
ー
が
指
示
す
る
の
で
あ
る
が
、

認

そ
れ
は
、
記
巧
出
2
2
日
笹
山
内
r
s
s
p
S
H
E
M
-
出
。
『
え
さ
き
出
伊
口
げ
巾
「
O
記
自
広
三
で
め
部
。
併
し
と
れ
は
や
L
無
現
た
引
開
…

乙
a
L

で
は
寧
る
義
務
と
か
本
分
を
謹
す
と
か
云
ふ
意
味
に
過
ぎ
友
い
や
う
に
息
は
れ
る
。

そ
の
直
ぐ
後
の
二
一
ぬ
と
一
o
E
与
の
D
E
g
c
m
g
r
巧
o
z

。。一良一一円rr。一昨

ロロ(】

巾『〔由一円FHO

を
併
せ
見
れ
ば
、

で
は
一
お
い
か
と
忠
は
れ
る
。

私
は
率
ろ
ウ
ェ

1
バ
l
の
指
示
し
た
以
外
の
箇
所
に
於
て
、
世
俗
的
峨
務
を
殊
に
重
ん
や
る
様
た
思
想
を
示
す
言
葉
に
遭
遇
ず
る

の
で
あ
る
。
そ
の
主
・
な
る
も
の
は
、
第
廿
六
僚
に
於
て

ヨロ
S
巳
E
】
}
回
目
。
】
円
E
E
E
《
同
2
0
口
。
=
問
。
関
口
問
。
者
。
『
r
p
『
巳
ロ
者
。
]
己
即
岳
、
E
m
g目

訟
の
『
者
。
呂
g
回
問
自
己
F
n
v
ι
F
F
O
W
E
E
n
;
R
r
S
E
E
M
旧円
P
E
E
r
e
E
F悶

E
m
u
n
r
f
L
m
ニ
H
E
m
s
E
2
-
5
即
時
内
相
当
o
-
r
E
ι
E
出
品

N
Z
口
問
F
E
D
E
M
《
凶
E
。
。
=
E
『
。
F
R
E
E
F
Z
N
W
H
M
m
g
a
n
H
r
E
E
E
E
同
開
目
白
色
。
同
m
o
r
E
E
件
目
白
島
耳
E
R
m
E
H
♂
己
口
町
E
E
円
ロ
出
品

C
Z同rE【円一宮邑
hw

虫色

J
 

9
 

4
 

F
E
Z
Z包
2
停止の・
3

「
紳
の
誠
命
に
し
て
高
人
の
職
命
に
闘
す
る
も
の
、
例
へ
ば
父
が
出
家
族
を

扶
養
し
、
母
が
子
女
を
生
産
し
、
君
主
が
岡
家
を
統
治
す
る
事
の
如
き
は
隼
重
せ
ら
る
L
事
」
甚
だ
些
」
と
る
る
が
と

L

K
於
て
明

と
あ
る
の
は
、
邦
誇
に
て
は
簡
単
に

か
に
園
家
の
統
治
と
云
ふ
如
き
世
俗
峨
業
も
亦
、
一
肺
の
誠
命
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
考
を
述
べ
て
ゐ
る
。
聖
職
の
み
が
傘
い
の

で
は
た
い
と
云
ふ
思
想
が
よ
く
一
不
さ
れ
て
ゐ
る
。
此
の
思
怨
は
更
に
第
十
六
僚
に
、
さ
国
号
ロ
っ
と
云
ふ
言
葉
を
使
つ
て
は
ゐ
左
い
け

れ
ど
も
よ
〈
一
不
さ
れ
て
ゐ
る
と
忠
ふ
。

M
W
4
。
ロ
可
。
】
-
N
O
F
Z
白
内
同
省
o
r
z
。
F
E
M
同
の
な
E
O
口
問
看
守
品
問
。
-
o
F
z
r
合
昌
巳
】
。
。
r
ュ四
r
氏
再
』
口
伝
司
君
。
』

Z
3品
開
。
。
丘
E吉
見
町
同
町

E
E
Z
E
C
o
u
m
m
N
m

Erlangen Ausgabe， 51， S. 51ι 
ウ且ーバーも勿論ルーテルが"Stand “の意味に用ひた白で島墨とほ云ってゐ
るが、後「ベ y ・シラの智慧」で世俗的職業を意味したとし史いのでその準備を
こ Lで言外に持ってゐる左云」、。 私はウェーバーよ Pも、もっと5az較的批麗
の意味ーにとりたいと思」、。
=ペソ 18，4 : 1， 4 : 4， 
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雪
言
。
三
回
口
国
間
w
A
E
s
。
。
=
間
内
恨
の
r
m
w
矛
ロ
ロ
ロ
品
巳
ヨ
間
虫
Z
N
内
宮
町
長
回
目
白
血
同
盟
。
=
z
g
E
引
間
g
z
。
r
t
r
o
r
w
M
4
出
P
Z守

ロ
ヨ
品
一
岡
山
。
宮
古
ヤ
〉
ロ
見
。
「
ョ
。
∞
z
p
ι
o
u
o
z
u
ロ
E
L
M
r
E
詰
ユ
目
r
o
目
白
ロ
品
何
回
《
凶
作
自
国
民
Z
E
H
E
M
-
N
2
F
Z
D
【
『
ユ
伶
出
回
出
品
問
。
n
r同

4
w
見
。
U
E
J
d
『
2
Z
Z
岡
田
町
内
岳
山
出
由
。
]
戸
者
。
ユ
即
時
同
m
w
m
u
m
F
B
己
回
向
。
同
=
a
u
m
H
o
p
r
耳
ロ
w
E
Z
E
E
J
r
E
H
F
ロ
ロ
ロ
品

4
0
『rEMm町

g

p
z
『
帽
。
-
o
開
言
問
E
o
z
p
C
内
四
市
E
r
M
M
r
g
w
o
r
m
]
E
4
5
5
E
P
R

「
凡
て
合
法
的
な
る
民
事
規
定
は
紳
の
善
事
な
り
。
来
担
問
者
は
法
に
従
ひ
て
公
聴
に
つ
き
、
裁
判
に
列
し
閣
法
其
他
現
行
法

に
従
ひ
て
事
件
を
決
定
し

E
し
き
刑
罰
を
定
め
、
正
し
き
職
容
に
従
事
し
、
兵
士
'
と
し
て
行
動
し
、
法
白
血
の
取
引
契
約
を
な

2
 

し
、
財
産
を
所
有
し
、
裁
判
官
の
要
求
に
膳
ピ
て
冗
誓
を
な
し
、
出
止
を
嬰
り
或
は
子
女
を
燥
す
る
と
と
を
得
L

更
に
か
と
也
趣
旨
を
ば
、

よ
り
述
切
に
明
確
に
示
し
た
も
の
は
第
廿
七
僚
の
次
の
筒
所
で
あ
る
と
思
ふ
。

3

・
・
コ
巴
『
ぬ
き
E
F
E
E
m
=
o
a
d，E
r
a
己
E
習
場
M
m
L
目
吾
、
ロ
E
r
2
5
』
包
何
回
回
目
2
2
『
Z
2
-
2
Z
2
f
同
何
者
抑
止
2
1
}
思
切
三
司

凶

z
n
Y
M
m
ι
。
限
切
。
口
何
回
J
J
芹
〕

mh一命
M3日間口
ω"
の
ユ
r
r
m
z
古
川
4
4
4
伶
H
r
2
5
2
ヨ
《
山
口
却
小
企
日
出
向
ロ
ニ
ザ
日
司
2
1巾
Zh
川

)μ
司
口
五
九
川
仰
向
九
日

目
n
r百

d
L
Z
E
2
3
r
江
川
百
四
M
m円

L
2
3
7
君
子
tmtLM印
刷

7
p
u
E与
え

5
5
5
u
a
q
E
江
口
問
、
Z
F
2
5
口
三
宮

司
2
3
同
名
司
g
E
P
R

、
、

「
某
督
者
の
完
全
と
は
:
:
職
命
の
主
に
主
に
寓
事
紳
よ
り
の
補
刷
を
求
め
、
又
確
に
之
を
侠
望
み
、
外
に
向
つ
て
は
菩
業

を
蹴
み
天
職
に
忠
な
る
有
様
を
さ
し
て
一
再
ふ
。
こ
れ
ら
の
卓
の
中
に
員
の
完
全
と
農
の
紳
の
時
界
と
存
し
、
調
身
生
前
、
乞

食
又
は
倣
衣
の
中
に
は
存
せ
ず
」

以
上
掲
げ
た
数
多
の
筒
所
に
於
て
、
世
俗
的
職
業
を
も
前
聖
域
と
等
し
〈
倉
重
す
べ
き
で
あ
る
と
云
ふ
思
想

を
、
積
極
的
に
述
べ
て
ゐ
る
こ
と
を
知
る
の
で
る
る
。
そ
し
て
亦
賞
際
に
世
俗
的
職
業
を
ぽ
指
し
て
さ
出
。

E
T

と
云
ふ
言
葉
を
用
び
て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
我
々
は
友
段
よ
く
注
意
し
て
見
る
・
な
ら
ば
、
そ
こ
に
於
て
云
ふ
「
峨

業
」
と
は
、
い
ま
の
我
々
の
一
五
ふ
職
業
と
金
〈
向
巳
も
の
で
は
な
い
。
邸
ち
彼
に
於
て
は
た
Y
そ
の
様
友
欣
態

又
は
身
分
、
地
位
を
一
示
す
の
で
あ
っ
て
、
我
々
の
情
動
、
作
用
と
云
ふ
意
味
は
未
だ
十
分
に
含
ま
れ
て
ゐ
な

ん

1
テ
ル
の
「
職
業
」
に
つ
い
て

第
四
十
五
巻

六
七
五

第
在
貌

1 回毎内

ヨリント1前 1， z6は、 22年肢は "rllffa であるが、 46年版では "凶四百“と
なってゐる。
"Die Augsburger Konfession， 1530." 仰木川[官音 Pレ~- TJレ教曾邦課あり)
Melanchton (1497-1560). 
邦言明か〈の責nき制度中にありてJ (日本同吾リ~ .-テル毅舎課三八頁)、ラヂ y

原文では‘intalihus ordinationi1ms' (f)ic，! Belce叶 niHchriftender evmpIisch-
lutherischen Kirche， Gottingen 1930， S. tI9')英持て酬は“In四ιhordinances H 

(]. Parsons: M. Weher's Prot世 tantEth.ik， trans. Eng.， 1930， p・206)
M. Weber: G.A.R. !. S. 65 a. 1. 
M. Weber ・a.a. O. S. 65 a. 1. fH. U~I'~: は Kold によると。
Gottingen Ansgabe， S. 112・111しラテン J明文では(in manrlatis Dei四aevoca-
tIoni Servuint'とあるのみ。邦課「柳町命令に従E人人遣の宗教でな〈して、
職命に従」、官吏、牧師の生活J(六七買)、 (L1，し邦課は主主してラテン原文によ
る故に、濁文とは像程呉るところあり。
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t
F
1
テ
ル
の
「
職
業
」
に
つ
い
て

第
四
十
五
巻

六
七
六

第
五
挽

ぃ
。
此
の
「
ア
ウ
グ
ス
プ
ペ
ク
信
仰
台
白
」
は
、

ル
1
テ
ル
の
筆
に
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
主
と
し
て
メ
ラ

y
ヒ
ト
ン
の
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
人
文
主
義
の
教
養
高
い
彼
に
於
て
は
.

ル
1
-
ア
ル
よ
り
以
上
に
世
俗
的
職

業
の
使
値
を
認
め
よ
う
と
す
る
思
想
を
持
っ
た
と
一
吉
ふ
こ
と
は
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

、

ノ

ー

ー

一

円

叫

ん
い
膏
約
聖
書
外
典
の
「
ペ
ン
・
シ
ラ
の
智
慧
」
l
l
i
k
閲
し
て
ウ
エ

1
パ
l
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

同
書
第
十
一
平
廿
筒
廿
一
筒
の
凋
謬
に
於
て
ル

1
一
ア
ル
が
三
回
o
E「

ζ

ム
」
え
ふ
一
一
一
一
口
廷
を
使
っ
た
こ
と
は
何
憎
め
て

注
怠
さ
る
べ
舎
で
あ
る
と
し
て
、
「
私
の
知
る
限
り
、
務
逸
話
の

で
現
は
れ
た
最
初
の
揚
合
で
あ
る
日
と
云
っ
て
ゐ
る
。

コ

3

=DコM円

が
ん
7

日
の
如
考
会
く
世
俗
附
な
意
味

そ
れ
は
邦
誇
に
よ
れ
ば
「
汝
の
契
約
に
確
〈
立
ち
て
常

に
こ
れ
を
保
ち

b

恥

2FL熟
志
ι
U
L
。
罪
人
の
業
に
驚
か
士
ー
に
信
頼
し
て
、

b
r
r働
b
b
h
v
m」
と
あ
る

筒
所
で
る
る
。

ル
l
テ
ル
は
右
に
掲
げ
た
閏
黙
の
部
分
に
つ
い

τ翻
諒
す
る
際
に
、

】

U
E
t
o
c
)
及
び
こ
L
o
-
F
O

古
《
笠
宮
E
F
E
t
(区
)
と
な
し
た
同

約
聖
書
出
版
の
一
五
三
四
年
の
前
年
で
あ
っ
た
哨

M
M
F
m
F
P
号
。

ー.
2 

一
色
コ
何
回
出

そ
し
て
と
れ
を
諾
し
た
年
は
、
大
槌
奮

と
の
箇
所
に
つ
い
て
ウ
エ

1
パ
1
は、

こ
れ
が
近
代
的
意
味
で
の
世
俗
的
職
業
(
邸
ち
朴
掛
と
共
に
料
開
問

叉
は
活
動
を
含
む
と
と
ろ
の
)
を
意
味
し
た
最
一
初
の
も
の
で
ち
る
と
云
ふ
が
、
果
し
て
そ
の
通
り
で
あ
ら
う
か
。

確
か
に
そ
の
影
響
は
大
た
る
も
の
で
る
っ
た
。
例
へ
ば
カ
ト
リ
ッ
ク
の
経
済
問
筆
者
ベ
ツ
シ
ユ
に
よ
れ
ら

Fレ

テ
ル
以
前
の
多
ぐ
の
凋
誇
聖
書
は
総
べ
て
此
の
部
分
に
つ
い
て
は
乙
吉
-
て

h

又
は

3
E
E【

R
h

と
云
っ
た
。

一
五
=
二
年
の
チ
ユ

I
リ
ツ
ヒ
版
で
も
未
だ
と
話
『
r
p
弓

吉

L
1
2
2出

宅
理
《
リ

r
m
h
o
-
)
と

3
z
a、r
日ロ

ω
o
g
o
E

i¥. 

四

M. Weber: a. a. O. S. 65 a. I. 

Gottin宮enA. S. 106. この前後の邦郭「樫を打郷きしは、か L る鍛錬によりて
揮の赦克を得んとにはあらで、彼の惜が艇なる事柄1，趨腔 L、職命に従ひて、
其本務ま呆さんが箆なるを示せり。J(六回頁)、英謹で崎、“ todo hb calling" 
(Par~on::-; ， p. 207・)
G白tting-en.A. S. 102 
~r~諜五九頁、 f8，し邦謹は主としてラテユ/原丈による故縄文とは宇ふ異り主lつ
短し。
Gottingen A.日. 68. 

邦謹二八頁、 但し邦語は主主してラテシ原文による故に澗丈主は異る主とろ
あり。
Gottingen， A.日.日8.
邦課七三頁、 但し邦課ほ主としてラテン原文によるi設に澗丈とは異るととる
あり。
完全なるへプル原本は未だ愛見きれないが、恐ら(rベγ・V ヲの智慧」主謀す

47) 
48) 

49) 
5") 

5') 
52) 

53) 
54) 

55) 



4
2『
円

ra‘
(
M
H
)

と
友
っ
て
ゐ
る
し
、
ま
た
一
五
三
四
年
の
デ
イ
テ
ン
ベ
ル
日
ゲ
ル
の
も
大
館
同
じ
様
に
三
Z
長
会

と
友
っ
て
ゐ
る
。
と
と
ろ
が
其
の
第
二
版
二
五
四

O
年
)

以
後
の
各
版
は
何
れ
も
そ
の
様
に
た
っ
て
ゐ
る
と
。

6

カ
ト
リ
ッ
ク
に
於
て
さ
へ
、
そ
の
様
に
影
響
が
明
環
忙
現

で
は
=
?
=
『
て
と
な
り
、
そ
の
後
一
五
五

O
年

は
れ
て
ゐ
る
と
云
ふ
占
な
ら
ば
、
ウ
エ

1
パ

l
の
云
ふ
の
も
一
臆
尤
も
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
私
は
を
の
黙
に
つ
い
て
、
も
う
一
居
考
察
す
べ
き
だ
と
忠
ふ
。

い
ま
そ
の
安
黙
を
筒
軍
に
泉
げ
る

'
P

」
、
第
一
に
此
の
箇
所
の
原
文
の
意
味
で
あ
る
。
希
機
文
に
嫁
ら
な
い
で
も
邦
議
サ
節
の

「
汝
の
業
に
熟
注
ぜ

上
」
と
あ
る
の
は
、

そ
れ
は
「
汝
の
契
約
に
確
く
立
ち
て
」

て
、
印
ち
定
め
ら
れ
た
る

「
常
に
こ
れ
を
保
ち
」

、

、

.

、

、

、

、

と
と
ろ
又
は
、
欣
殿
、
身
分
と
一
石
ふ
涼
味
が
阪
め
て
限
い
コ

ま
た
廿
一
日
仰
の

hk 
(7) 

弊
1ailr 
I~に

Jtl 

3叩

よ司
(1) 

を
見
て
も
、
直
ぐ
に
そ
の
努
働
の
意
義
が
現
代
的
左
活
動
的
宏
弁
働
主
意
味
し
て
ゐ
る
と
す
る
と
と
は
出
来
な

い
乙
と
が
わ
か
る
。
弊
働
K
止
れ
と
は
如
何
た
る
意
味
か
。

ル
1
テ
ル
が
若
し
原
意
に
中
山
貨
を
る
も
の
と
す
れ

ぽ
、
そ
の

は
決
し
て
近
代
的
意
義
の
活
動
的
柏
町
働
を
意
味
し
た
も
の
で
は
た
い
。
第
二
に
ル

1
テ

ヨ
出
。
2
H「
た

ル
の
根
本
的
た
考
へ
方
か
ら
す
れ
ば
、

乙
の
時
ま
で
の
文
献
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
決
し
て
皐
に
世
俗
的

職
業
を
是
認
せ
ん
と
す
る
に
積
極
的
で
あ
っ
た
と
は
息
は
れ
た
い
。
彼
は
聖
職
を
卑
し
め
た
の
で
は
友
い
。
否

却
っ
て
世
俗
的
職
業
を
も
な
ほ
一
刊
の
業
と
し
て
宗
教
わ
し
た
の
で
る
る
。
宗
教
化
し
た
と
は
紳
の
卦
小
ま
た
は

召
命
と
し
た
と
と
で
ち
る
。

そ
れ
は
、
そ
の
庭
に
あ
っ
て
、
そ
の
事
の
中
に
、
創
ち
そ
の
揚
所
と
欣
態
と
に
あ

っ
て
可
能
た
り
と
し
よ
う
と
し
た
。
従
っ
て

E
う
し
て
も
世
俗
的
職
業
の
活
動
や
行
震
を
薦
め
ん
が
た
め
に
、

t
F
1
テ
ル
の
「
職
業
」
に
ワ
い
て

第
四
十
五
巻

六
七
七

第
五
競

ベき言葉であったらう。希脚本は「シラクの子イエスス白智慧」又は「シラクの
智菩」と稽し、ラテン認では‘ Eccle::，ia:;ticu::;' (数曾書)と稀し、(惇道之書の
‘ Ecc1 e~i出tes' と具る)、濁課では"、、 Ir::isheit d肘 Je:-iUs. Sirach“，英謬では
“Wbdom of Jesu邑 Sirach勺邦諜では翠公合調--.iil約墨書績潟」では「ベン・シラ
の智慧」、杉浦貞二郎氏諜「宮;約外典」では「ベンーシラーの智慧」となヲてゐ
る。
M. Weber: G.A.R. 1， S. 65 a. 
~公舎鐸二三四頁、杉浦氏諜では「放の1'tずべき務を確〈守りてこれを念ひ、
放の業に老熟すべし、不正をなす者を凡て驚〈な〈、飲は十一エーに信組し
そのう恒明を待望せよ J(一三九頁)止あ U九その後段は著し〈興る。
Die Bibel (Atoklyphen)， Stuttgart 1935・なほとD前後の希胸語は、 Rahlfo
の Septuaginta(II， S. 396)を参照すれトX Weberの引照とは少し〈異る。
M. Reu j Luther's German Bible， 1934， Colu:rnbn::;， Ohio， p. 211. 
H. Pesch: Lehrbnch der N"ationalokono:mie J1， S. 658. 
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ル
I
テ
ん
の
「
職
業
」
に
つ
い
て

第
四
十
五
巻

ノ、

七
i¥. 

第
五
韓

八
六

出
。

E
『
を
用
ひ
た
の
で
は
な
い
と
し
・
な
け
れ
ば
た
ら
た
い
。

こ
の
回
ぬ
百
『
は
近
代
的
な
意
義
よ
り
は
、
寧
ろ
中
世
的
左
、
ま
た
は
正

統
的
友
召
命
視
、
即
ち
航
法
、

地
位
、
身
分
を
重
ん
や
る
と
と
る
の
考
へ
に
近
い
と
さ
へ
一
五
へ
る
。
第
三
に
、
若
し
偲
り
に
此
の
部

分
に
於
て
ル

1
テ
ル
が
飴
程
進
ん
で
近
代
的
意
義
で
の
位
俗
的
職
業
行
筋
を
意
味
し
た
と
す
る
友
ら
ば
、
そ
れ
は
ル

1
チ
ル
本
来
の

考
へ
方
か
ら
出
た
と
す
る
よ
り
は
、
寧
ろ
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
b
L

初
め
多
く
の
人
文
主
義
の
教
養
を
受
け
た
も
の
よ
り
出
た
と
考
へ
る
方

が
よ
り
受
賞
で
あ
る
と
思
ふ
。
蓋
し
、
悪
菩
酬
明
詳
に
於
て
も
ル

1
テ
ル
は
最
後
に
は
必
ヂ
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
を
一
初
め
多
〈
の
友
人
の
意

凡
を
聴
い
た
の
で
あ
る
か
ら
。

一ー一

要
之
、

は
、
そ
の
根
底
に
於
て
聖
書
の
濯
び
の
思
想
が
深
く
存
在
す
る
。
濁
品
旭
紳
船
主
義
者
の
影
響
を

作

1
テ
ル
の
ζ

回
以
耳
ロ
で
‘

強
〈
受
け
て
、
聖
書
の
内
的
意
義
、
印
ち
紳
の
召
命
は
外
的
、
枇
合
的
諸
僚
件
、
地
位
‘
境
遇
、
業
穫
に
拘
は
ら
中
興
へ
ら
れ
る
も

の
と
す
る
考
へ
が
特
に
強
〈
持
た
れ
た
。
農
夫
や
靴
工
の
業
に
あ
っ
て
も
、
た
ほ
一
脚
の
召
命
は
あ
り
得
る
と
し
た
、
と
云
へ
ば
如
何

に
も
聖
械
を
疑
し
、
世
俗
的
峨
業
を
傘
草
し
た
か
の
如
く
で
る
る
が
、
そ
う
で
は
恋
〈
、
必
宇
し
も
世
俗
的
職
業
へ
の
精
進
、
活
動
を

薦
め
た
も
の
で
は
な
い
。
更
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
影
響
は
、
全
館
と
し
て
色
濃
く
残
さ
れ
て
ゐ
る
。
印
ち
、
召
命
は
そ
の
ま
L
の
赦
態
、

そ
の
地
位
、
そ
の
担
額
所
に
於

τあ
る
と
云
ふ
考
へ
を
堅
く
執
っ
た
。
と
れ
ら
二
つ
の
考
へ
方
か
ら
し
て
、

は
、
世
俗
的
職
業
の
中
に
も
召
命
は
る
り
得
る
と
し
た
が
、
そ
の
職
業
と
は
、
著
し
く
欣
態
又
は
身
分
等
の
静
態
的
投
意
味
を
持
つ

ル
1
テ
ル
の

三
国

E
Z
で臥

も
の
と
た
っ
た
。
従
っ
て
未
だ
決
し
で
積
樹
的
に
、
世
俗
的
職
業
へ
の
荷
動
・
精
進
を
薦
め
た
も
の
と
す
る
と
と
は
出
来
た
い
。
彼

は
聖
臓
を
隠
し
て
締
て
を
世
俗
化
し
た
の
で
は
た
く
、
逆
に
一
切
の
世
俗
的
職
業
を
左
ほ
榊
の
業
-
怒
り
と
し
て
、
事
ろ
絶
て
を
宗
教

例之、 1564年 KoIJer版では "verharrin den welrkenペ"bleib in deiner 
Statt (oder in <leinem !Jeruff)“となってゐると。[E 1. l'escIl‘乱.a. O. S. 658.) 
けれ Eも現代語課では再び"indem 山 田 dein¥i¥le.rk thust“， "behar問 bei
deiner Arbeit“となってゐる。 (E.Krau.zsch: Die Apokrァphen1， Tubingen 
Z卯 0，S. 293)宮たカトりツタ中 Anglica:n白urt:Bibleなどでも、後I亡 Luther
に反劃するようになった。

61) 



化、

ぜ
ん
と
し
た
の
で
あ
る

0(3) 

か
h

る
結
論
を
以
て
考
へ
る
と
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ

1
バ

1
の
所
論
は
目
的
の
た
め
に
や
a
h

性
急
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
は
れ
る
。

第
一
に
、
「
コ
リ
ン
ト
前
書
七
辛
」
に
於
で

L
r
z司

R
R

と
云
ふ
一
一
一
一
日
葉
を
使
っ
た
と
云
ふ
が
、
事
貝
際
に
は
ル

1
テ
ル
は
と
Z
門
司
m
h

と
云

ふ
文
字
を
使
っ
て
ゐ
る
。
併
し

z
F
E『

駒

内

と
云
ふ
文
字
は
、
確
か
に
そ
れ
と
同
時
に
他
の
筒
所
に
於
て
使
っ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
そ

れ
ら
は
鴻
ベ
て
純
宗
毅
的
在
意
味
で
あ
っ
て
、
山
俗
的
職
業
の
意
味
は
少
し
ち
友
い
。
第
二
に
、
「
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
信
仰
骨
白
」
に

つ
い
て
は
、

ウ
エ

1
パ
1
の
云
ふ
様
に
三
軍
Z
つ
を
以
て
明
か
に
世
俗
的
峨
業
を
積
極
的
に
是
認
せ
ん
と
す
る
態
度
を
示
し
た
様

に
思
は
れ
る
が
{
そ
れ
は
ウ
ヱ

l
バ
l
の
指
摘
し
て
ゐ
る
箇
所
以
外
に
於
て
特
に
て
併
し
こ
の
丈
書
が
主
と
し
て
メ
ラ

y
ヒ
ト

y
に

よ
っ
て
替
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
と
吃
忠
ム
ぺ
注
マ
め
石
。
帥
ち
ル
l
チ
ル
よ
り
は
。
丈
川
都
市
川
興
の
影
響
に
怠
る
人
文
七
識
の
救
護

を
受
け
た
者
に
寧
る
見
る
こ
と
が
出
来
る
と
云
ふ
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
更
に
第
一
一
一
に
「
ペ
ン
・
シ
ラ
の
智
慧
」
に
つ
い
て

は
、
ウ

Z
1
パ
l
は
ル

1
テ
ル
が
此
渇
に
初
め
て
近
代
的
友
意
味
で
の

の
用
法
を
た
し
た
と
一
去
っ
て
ゐ
る
、
が
よ
し
#

三
回

o
Eで

R

う
で
る
っ
て
も
、

と
L
で
の
意
義
は
明
か
に
静
態
的
友
欣
態
を
意
味
し
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
廿
一
節
の

「
努
働
に
止
れ
」

邦
課
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
も
明
か
で
あ
ら
う
。

か
〈
て
要
之
、
ゥ

z
l
パ
ー
が
ル

1
テ
ル
の

に
つ
い
て
論
詮
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
は
.
や
-
A

白
的
に
あ
せ
り
過
ぎ
た
る

-w

出

2
Z
『ュ

の
憾
が
あ
る
と
云
ふ
こ
と
を
遁
ぺ
た
。
併
し
、

と
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
.
-
泣
ほ
ル

I
テ
ル
の
職
業
翻
全
穏
を
明
か
に
す
る
と
と

か
ら
、
充
分
陀
解
明
さ
れ
友
け
れ
ば
左
ら
友
い
。
そ
と
で
突
に
、
特
に
ス
コ
ラ
的
職
分
視
と
の
比
較
な
ど
か
ら
、
彼
の
職
業
観
の
特

質
を
明
か
に
し
て
見
た
い
と
思
品
。
〔
十
ニ
・
九
工
一
五
)

ル
ー
テ
ル
の
「
職
業
」
に
つ
い
て

第
四
十
五
巻

i¥ 
七

六
七
九

第
五
披

，ム

資本主章宏精神の起源についで、新華性のi軒l聯土りも寧ろ支薮復興の影響である
と見るー"'B';é~tan;; ゃ Sombart 等の考へ J も符合する。似し最近では費本主義
精神の問題については、ユダヤ教又はカトリ v.xムとの関聯の方が佐し〈論ん
せZられてゐる。
此の勤については、 なほ次白r)レーデ .I1..-}削l業観の特質」参照。
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