
に
あ
た
っ
て
の
「
職
業
に
貴
賤
は
な
い
が
、
然
し
唯
、
医
業
は
尊
い

人
命
を
あ
ず
か
る
崇
高
な
職
業
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
な
」
の
彼
の

一
言
が
脳
底
深
く
刻
ま
れ
た
（
渭
東
薫
、
『
堺
市
医
師
会
報
』
昭
和

六
十
年
十
月
）
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
い
知
ら
れ
る
。

（
大
阪
府
豊
中
市
）

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
歴
史
著
述
家
で
あ
る
卜
ウ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
（
前

四
六
○
’
三
九
九
年
頃
）
の
『
戦
史
』
第
二
巻
四
七
節
以
下
に
は
、

・
ヘ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
（
前
四
三
一
’
四
○
四
年
）
開
戦
二
年
目
に
ア

テ
ナ
イ
を
お
そ
い
、
そ
の
後
の
戦
局
を
大
き
く
左
右
し
た
「
疫
病
」

に
関
す
る
詳
細
な
記
事
が
設
え
る
。
病
状
の
経
過
を
め
ぐ
る
記
述
が

当
時
の
医
学
用
語
（
ほ
と
ん
ど
が
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
文
献
中
に
見
出
さ

れ
る
）
を
正
確
に
用
い
て
な
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
も
、
史
家
が
医
学

に
つ
い
て
深
い
知
識
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
よ
く
指
摘
さ
れ
て
き
て

い
る
。
本
発
表
で
は
、
こ
れ
よ
り
さ
ら
に
広
い
観
点
に
立
っ
て
、
史

家
の
歴
史
認
識
そ
れ
自
体
に
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
医
学
派
が
少
な
か
ら
ぬ

影
響
を
与
え
た
と
す
る
葛
①
昼
目
の
局
の
研
究
な
ど
を
も
と
に
、
史
家

と
当
時
の
医
学
思
想
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
考
え
て
承
た
い
。

ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
『
戦
史
』
に
お
け
る

ギ
リ
シ
ア
医
学
の
影
響

今
井
正
浩
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一
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
文
献
と
の
関
連

葛
。
昼
昌
ｇ
の
研
究
の
重
点
は
、
『
戦
史
』
の
中
で
史
家
の
歴
史
観

を
端
的
に
表
し
て
い
る
重
要
な
キ
ー
・
ワ
ー
ド
を
め
ぐ
る
綿
密
な
分

析
に
あ
る
。
彼
は
こ
の
分
析
を
と
お
し
て
、
こ
れ
ら
の
用
語
の
も
つ

意
味
内
容
が
『
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
医
学
著
述
』
中
の
主
要
文
献
、
一
般

に
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
真
作
と
伝
え
ら
れ
る
コ
ピ
デ
ミ
ァ
イ
』
一
・

三
巻
、
『
予
後
』
な
ど
に
拳
え
る
も
の
と
密
接
に
関
連
す
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
③
「
疫
病
」
に
つ
い
て

の
記
述
の
冒
頭
部
に
み
え
る
史
家
の
方
法
的
態
度
（
そ
の
原
因
を
め

ぐ
っ
て
憶
測
を
交
え
た
探
究
は
控
え
、
判
断
の
基
準
と
な
る
病
状
の

経
過
に
つ
い
て
の
染
詳
し
く
述
べ
る
と
い
う
姿
勢
）
は
、
ヒ
ポ
ク
ラ

テ
ス
医
学
派
の
「
予
後
学
」
的
視
点
に
由
来
す
る
と
し
、
ま
た
⑤

『
戦
史
』
第
六
巻
一
四
節
で
史
家
が
あ
る
政
治
家
の
口
を
介
し
て
述

べ
て
い
る
政
治
の
基
本
原
則
（
為
政
者
は
国
家
に
と
っ
て
の
医
師
と

、
、
、
、

、
、
、
、
、
、

し
て
、
益
を
な
し
八
（
誉
呉
§
Ｖ
、
自
ら
す
す
ん
で
害
を
な
さ
な
い

八
旦
冨
身
制
へ
ご
Ｖ
）
と
、
ご
ピ
デ
ミ
ァ
イ
』
一
巻
二
節
の
「
助
け

る
、
ま
た
は
害
を
与
え
な
い
」
と
い
う
医
療
の
基
本
姿
勢
と
の
間
に

一
致
点
を
認
め
よ
う
と
す
る
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
両
者
の
つ
な

が
り
を
説
明
づ
け
る
の
に
、
豆
ピ
デ
ミ
ア
イ
』
一
・
三
巻
が
成
立

し
た
前
四
一
○
年
頃
に
ギ
リ
シ
ア
北
部
地
域
で
医
療
活
動
を
行
っ
て

い
た
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
と
史
家
と
の
間
に
は
、
何
ら
か
の
個
人
的
交
流

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
定
す
る
。
こ
の
主
張
そ
れ
自
体
は
推

測
の
域
を
出
な
い
も
の
だ
が
、
葛
の
匙
呂
日
の
研
究
の
注
目
す
べ
き

点
は
、
史
家
の
歴
史
記
述
の
方
法
と
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
医
学
派
の
方
法

と
の
間
に
は
っ
き
り
と
し
た
一
致
点
を
見
出
し
た
こ
と
に
あ
る
。

ニ
ョ
ピ
デ
ミ
ア
イ
』
に
お
け
る
医
師
の
方
法
的
視
点
と
『
戦

史
』
に
お
け
る
歴
史
記
述
の
方
法

ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
医
学
派
の
方
法
的
視
点
を
、
彼
ら
の
遣
し
た
「
疾

病
記
述
」
の
具
体
的
な
文
脈
の
な
か
に
探
っ
て
み
よ
う
。
豆
ピ
デ

ミ
ア
イ
』
（
諸
地
域
に
お
け
る
医
療
活
動
の
記
録
）
中
に
は
、
特
定

の
個
人
に
つ
い
て
の
臨
床
記
録
の
ほ
か
に
、
「
カ
タ
ス
タ
シ
ス
」
と

呼
ば
れ
る
総
合
記
述
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
あ
る
特
定
の
地

域
で
一
定
期
間
内
に
発
生
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
病
気
の
症
状
と
そ
の
経

過
、
罹
病
状
況
な
ど
を
、
記
述
者
で
あ
る
医
師
の
統
一
的
視
点
の
も

と
に
一
定
の
文
書
の
形
式
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
文

書
の
記
述
形
式
と
史
家
の
「
疫
病
記
述
」
の
内
容
と
が
非
常
に
よ
く

似
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
何
度
も
強
調
さ
れ
て
き
た
。
が
、
こ
う

し
た
類
似
は
た
だ
表
面
的
な
も
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
共
通
の
方
法
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三
史
家
の
歴
史
認
識
と
医
学
と
の
関
わ
り

ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
医
学
派
か
ら
史
家
へ
の
影
響
と
い
う
こ
と
を
想
定

す
る
な
ら
、
実
際
に
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
形
で
起
っ
た
か
と
い
う
問

題
が
出
て
く
る
。
葛
。
』
§
巨
曾
の
染
る
よ
う
に
、
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
と

史
家
と
の
間
に
個
人
的
交
流
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
史

家
と
当
時
の
医
学
思
想
と
の
関
わ
り
は
、
彼
が
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争

開
戦
と
同
時
に
記
述
を
は
じ
め
る
よ
り
以
前
、
史
家
自
身
の
歴
史
観

ア
イ
』

あ
る
。

的
視
占
慥
根
ざ
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
「
疫
病
記
述
」

の
冒
頭
部
に
象
え
る
史
家
の
方
法
的
態
度
は
、
こ
の
記
述
が
単
な
る

雑
録
で
は
な
く
、
一
定
の
目
的
的
考
慮
に
も
と
づ
い
て
作
成
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
史
家
の
意
図
は
、
そ
う

し
た
考
慮
の
も
と
に
、
主
要
な
症
状
の
経
過
の
記
述
を
と
お
し
て

エ
イ
ド
ス

「
疫
病
」
に
ひ
と
つ
の
統
一
的
な
像
を
与
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

ま
た
、
こ
れ
は
『
戦
史
』
全
体
を
つ
ら
ぬ
く
史
家
の
視
点
と
も
い
え

る
。
戦
争
と
い
う
人
間
社
会
の
病
気
に
つ
い
て
、
そ
の
「
症
状
」
と

も
い
え
る
個
盈
の
事
象
相
互
の
関
連
を
史
家
の
統
一
的
視
点
の
も
と

に
克
明
に
跡
づ
け
記
述
し
て
い
く
と
い
う
姿
勢
に
は
、
豆
ピ
デ
ミ

ァ
ィ
』
に
お
け
る
医
師
の
方
法
的
視
点
に
明
ら
か
に
通
じ
る
も
の
が

の
形
成
期
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
思
わ
れ
る
・
そ
の
際
、
史
家
が
ヨ

ピ
デ
ミ
ァ
イ
』
一
・
三
巻
、
『
予
後
』
な
ど
特
定
の
医
書
に
触
れ
た

か
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
こ
の
種
の
専
門
的
な
文
献
の
精
説
を
と

お
し
て
、
そ
こ
か
ら
読
み
と
れ
る
医
学
の
方
法
的
側
面
を
積
極
的
に

評
価
し
、
自
ら
の
歴
史
認
識
の
方
法
へ
と
取
り
入
れ
た
と
み
る
こ
と

は
十
分
可
能
だ
ろ
う
。
言
い
か
え
れ
ば
、
当
時
の
ギ
リ
シ
ア
医
学
は
、

史
家
の
高
度
な
歴
史
観
の
形
成
に
影
響
を
与
え
る
ほ
ど
「
学
」
と
し

て
す
で
に
完
成
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
東
京
大
学
人
文
科
学
研
究
科
西
洋
古
典
学
研
究
室
）
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