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我
亦
在
彼
摂
取
之
中

煩
悩
障
眼
雖
不
能
見

大
悲
無
倦
常
照
我
身

（
源
信
『
往
生
要
集
』
巻
中

第
四
「
正
修
念
仏
」）

私
は
今
年
の
三
月
末
に
定

年
を
迎
え
ま
し
た
。
退
職
す

る
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
仕
事
が

入
っ
て
い
た
こ
と
と
、
整
理

整
頓
が
苦
手
だ
っ
た
私
に

と
っ
て
、
引
っ
越
し
は
大
変

な
作
業
で
し
た
。
職
員
の
方

に
も
随
分
お
世
話
に
な
り
ま

し
た
。
家
族
に
も
応
援
を
頼

み
何
と
か
三
月
末
ま
で
に
研

究
室
の
後
片
付
け
を
終
え
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

退
職
後
は
妻
と
海
外
旅
行

に
出
か
け
る
約
束
を
し
て
い

ま
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
影
響
で
断
念
せ

ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
た
め
温
泉
に
入
っ
た

り
、
美
味
し
い
食
事
を
い
た

だ
い
た
り
、
後
は
ひ
た
す
ら

寝
て
過
ご
し
ま
し
た
。

来
年
五
月
ま
で
に
仕
上
げ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仕
事
も

あ
っ
て
、
今
は
毎
日
早
寝
早

起
き
の
生
活
を
し
て
い
ま

す
。
そ
し
て
夕
方
に
は
気
分

転
換
に
鴨
川
沿
い
を
散
歩
し

て
い
ま
す
。
在
職
中
に
は
考

え
ら
れ
な
か
っ
た
生
活
で

す
。先

日
、
大
学
か
ら
持
ち

帰
っ
た
本
を
整
理
し
て
い
る

と
、
学
生
時
代
に
集
め
た
資

料
が
目
に
止
ま
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
加
賀
乙
彦
さ
ん
の
小

説
『
宣
告
』
の
主
人
公
、
楠

本
他
家
雄
の
モ
デ
ル
と
な
っ

た
正
田
昭
氏
の
手
記
と
、
彼

の
事
件
を
報
じ
る
新
聞
記
事

の
コ
ピ
ー
で
し
た
。
正
田
昭

氏
（
当
時
二
十
四
歳
）
は
昭

和
二
十
八
年
、
東
京
新
橋
で

殺
人
事
件
を
犯
し
、
金
品
を

盗
ん
で
京
都
ま
で
逃
走
し

て
、
犯
行
後
七
十
八
日
目
に

哲
学
の
道
周
辺
で
逮
捕
さ
れ

ま
し
た
。
逮
捕
さ
れ
た
と
き

「
オ
ー
ミ
ス
テ
イ
ク
」
と
叫

ん
だ
こ
と
で
も
話
題
に
な
り

ま
し
た
。
正
田
氏
は
東
京
の

有
名
大
学
を
卒
業
し
証
券
マ

ン
と
し
て
働
い
て
い
ま
し

た
。
そ
の
彼
が
殺
人
を
犯
し

死
刑
判
決
を
受
け
た
の
で

す
。
そ
し
て
一
九
六
九
年
十

二
月
九
日
の
朝
に
刑
が
執
行

さ
れ
ま
し
た
。
東
京
拘
置
所

に
収
容
さ
れ
て
い
た
と
き

に
、
当
時
拘
置
所
の
医
務
官

だ
っ
た
加
賀
乙
彦
さ
ん
と
出

会
っ
た
の
で
す
。
加
賀
さ
ん

と
正
田
氏
は
同
じ
年
で
話
を

す
る
に
つ
れ
、
互
い
を
深
く

理
解
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。私

は
学
生
時
代
、
正
田
氏

の
手
記
を
手
に
入
れ
た
い

と
、
教
会
を
尋
ね
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
正
田
氏
は
拘
置

中
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
洗
礼
を

受
け
て
い
ま
し
た
。
私
は
教

会
を
訪
れ
保
存
さ
れ
て
い
た

彼
の
手
記
を
コ
ピ
ー
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
時

対
応
し
て
下
さ
っ
た
シ
ス

タ
ー
の
言
葉
が
今
で
も
耳
に

残
っ
て
い
ま
す
。「
何
か
宗

教
を
お
持
ち
で
す
か
？
」「
は

い
。
浄
土
真
宗
で
す
」
と
答

え
る
と
、「
お
若
い
の
に
立

派
で
す
ね
」
と
言
っ
て
下
さ

い
ま
し
た
。
宗
教
を
拠
り
所

と
し
て
い
る
人
は
、
他
者
の

宗
教
も
尊
重
さ
れ
る
の
だ
と

感
心
し
ま
し
た
。

正
田
氏
は
死
刑
執
行
当
日

の
朝
、
母
親
に
手
紙
を
書
い

て
い
ま
す
。「
さ
あ
、
お
母

さ
ん
、
7
時
で
す
。
あ
と
1

時
間
で
出
立
す
る
由
な
の

で
、
そ
ろ
そ
ろ
ペ
ン
を
お
か

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ぼ
く
の

大
好
き
な
お
母
さ
ん
、
愛
に

み
ち
た
、
ほ
ん
と
に
、
ほ
ん

と
に
す
ば
ら
し
い
お
母
さ

ん
、世
界
一
の
お
母
さ
ん（
後

略
）」
と
い
っ
た
内
容
で
す
。

犯
行
当
時
、
病
気
の
た
め
思

い
通
り
の
就
職
が
で
き
ず
自

暴
自
棄
に
な
っ
て
い
た
よ
う

で
す
。
何
れ
に
し
て
も
犯
し

た
罪
は
許
さ
れ
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
加
賀
乙

彦
さ
ん
の
書
か
れ
た
も
の
を

読
む
と
、
正
田
氏
は
教
養
も

あ
り
読
書
家
で
、
も
の
を
深

く
思
考
す
る
哲
学
的
な
人
物

だ
っ
た
よ
う
で
す
。
拘
置
所

に
収
監
さ
れ
て
か
ら
の
彼
を

見
る
と
、
日
常
を
平
穏
に
暮

ら
す
我
々
と
か
け
離
れ
た
極

悪
非
道
な
悪
人
と
は
思
え
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
正
田

氏
の
手
記
を
読
み
た
い
と

思
っ
た
の
で
す
。
死
刑
と
い

う
刑
罰
の
是
非
に
つ
い
て
も

考
え
ま
し
た
。
自
分
が
当
事

者
か
そ
う
で
な
い
か
に
よ
っ

て
も
、
結
論
は
違
っ
て
く
る

と
思
い
ま
す
。

学
生
時
代
に
習
っ
た
刑
法

の
先
生
だ
っ
た
と
思
い
ま
す

が
、「
普
通
に
生
活
し
て
い

る
人
間
が
一
番
犯
し
や
す
い

犯
罪
は
殺
人
で
す
」
と
聞
い

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
は

そ
の
言
葉
に
妙
に
納
得
し
て

し
ま
い
ま
し
た
。

最
近
の
事
件
で
も
、
人
か

ら
尊
敬
さ
れ
る
よ
う
な
立
場

の
人
が
自
分
の
子
ど
も
を
殺

し
た
り
、
ま
た
日
頃
素
行
に

問
題
の
無
か
っ
た
子
ど
も

が
、
親
を
殺
す
と
い
っ
た
事

件
が
起
き
て
い
ま
す
。
ま
た

介
護
に
疲
れ
た
家
族
が
親
や

子
ど
も
を
殺
す
と
い
う
事
件

も
あ
り
ま
し
た
。
介
護
と
い

う
問
題
が
な
け
れ
ば
起
こ
り

得
な
か
っ
た
事
件
で
す
。
医

師
に
よ
る
嘱
託
殺
人
も
あ
り

ま
し
た
。
い
じ
め
に
よ
る
自

殺
は
よ
く
耳
に
し
ま
す
。
加

害
者
が
直
接
手
を
下
し
て
い

な
く
て
も
、
い
じ
め
に
よ
っ

て
被
害
者
が
自
殺
し
た
の
で

あ
れ
ば
、
そ
の
行
為
は
殺
人

の
範
疇
に
入
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
そ
う
し
た

ニ
ュ
ー
ス
を
耳
に
す
る
と
、

他
人
事
で
は
な
い
気
が
し
ま

す
。
た
ま
た
ま
今
、
そ
の
よ

う
な
状
況
下
に
置
か
れ
て
い

な
い
だ
け
で
、
状
況
に
よ
っ

て
は
当
事
者
と
な
り
得
る
の

で
は
な
い
か
と
思
う
の
で

す
。
も
ち
ろ
ん
同
じ
よ
う
な

状
況
下
で
も
犯
罪
に
走
ら
な

い
人
も
沢
山
い
ま
す
。
だ
か

ら
と
い
っ
て
、
犯
罪
を
個
人

の
人
間
性
と
し
て
片
付
け
て

し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

親
鸞
聖
人
は
『
一
念
多
念

文
意
』
の
中
で

「「
凡
夫
」
と
い
ふ
は
、
無

明
煩
悩
わ
れ
ら
が
身
に

み
ち
み
ち
て
、
欲
も
お
ほ

く
、
い
か
り
、
は
ら
だ
ち
、

そ
ね
み
、
ね
た
む
こ
こ
ろ

お
ほ
く
ひ
ま
な
く
し
て
、

臨
終
の
一
念
に
い
た
る

ま
で
、
と
ど
ま
ら
ず
、
き

え
ず
、
た
え
ず
」

と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
凡
夫

と
は
私
た
ち
の
こ
と
で
す
。

私
た
ち
に
貪
欲（
貪
り
の
心
）

が
あ
る
か
ら
こ
そ
科
学
技
術

は
進
歩
し
ま
す
。
ま
た
嫉
妬

心
も
頑
張
る
た
め
の
原
動
力

に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
逆
に
貪
欲
が
充
た

さ
れ
な
け
れ
ば
攻
撃
的
に
な

る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

嫉
妬
心
が
自
身
を
苦
し
め
た

り
、
他
者
に
向
か
え
ば
い
じ

め
に
繋
が
る
こ
と
も
あ
る
で

し
ょ
う
。

私
は
罪
を
犯
し
た
人
間
に

は
、
罪
を
犯
す
よ
う
な
特
性

が
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
報
じ

ら
れ
る
こ
と
に
は
違
和
感
を

覚
え
ま
す
。
線
引
き
を
し
よ

う
と
す
る
の
は
、
罪
を
犯
し

た
人
間
を
特
異
な
存
在
と
し

て
、
自
分
と
は
違
う
と
思
い

た
い
だ
け
な
の
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。
自
分
の
危
う
さ
に
何

と
な
く
気
づ
い
て
い
る
か
ら

こ
そ
、
線
引
き
を
し
よ
う
と

し
て
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
し

て
し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
、

と
い
う
不
安
（
恐
怖
）
が
自

分
の
中
に
も
あ
る
こ
と
に
気

づ
い
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
線

引
き
し
て
し
ま
う
の
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。

『
歎
異
抄
』
十
三
条
の
中

で
親
鸞
聖
人
は
「
さ
る
べ
き

業
縁
の
も
よ
ほ
さ
ば
、
い
か

な
る
ふ
る
ま
ひ
も
す
べ
し
」

と
仰
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち

は
縁
次
第
で
ど
の
よ
う
な
こ

と
で
も
し
て
し
ま
う
と
い
う

の
で
す
。
私
た
ち
が
今
、
殺

人
事
件
を
他
人
事
と
し
て
論

評
で
き
る
の
は
、
た
ま
た
ま

な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
正

田
氏
が
生
来
の
極
悪
人
だ
っ

た
と
は
、
と
て
も
思
え
ま
せ

ん
。
様
々
な
条
件
が
重
な
っ

た
結
果
、
極
刑
に
値
す
る
罪

を
犯
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に

思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。
多
面

的
に
深
く
考
え
る
力
を
養
う

の
が
、
大
学
時
代
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

「
い
の
ち
の
尊
さ
を

伝
え
る
た
め
に
は
、
ど

う
す
れ
ば
い
い
で
す

か
」。
学
生
さ
ん
か
ら
、

時
折
い
た
だ
く
質
問
で
あ
る
。

読
者
の
皆
さ
ん
は
、
ど
の
よ

う
に
お
答
え
に
な
る
だ
ろ
う

か
。容

易
に
答
え
る
こ
と
が
で

き
な
い
質
問
で
あ
る
。

万
全
な
方
法
が
あ
る
な
ら
、

既
に
広
く
実
践
さ
れ
て
い
る

は
ず
で
あ
る
が
、
そ
う
で
は

な
い
。ま
た「
い
の
ち
は
尊
い
」

と
い
う
価
値
観
を
不
用
意
に

強
調
す
る
こ
と
は
、
様
々
な

経
緯
や
関
わ
り
の
中
で
、
自

他
の
い
の
ち
を
尊
い
も
の
と

考
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
方

を
、「
自
分
は
だ
め
な
人
間
だ
」

と
さ
ら
に
追
い
詰
め
る
こ
と

に
な
り
か
ね
な
い
。

「
い
の
ち
は
尊
い
」
と
い
う

命
題
に
、
異
論
が
あ
る
わ
け

で
は
な
い
し
、
む
し
ろ
そ
れ

を
大
切
に
し
た
い
。
し
か
し
、

そ
れ
が
、
疑
う
こ
と
自
体
が

許
さ
れ
な
い
命
題
と
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、

実
に
大
き
な
落
と
し
穴
が
あ

る
。
結
論
だ
け
が
独
り
歩
き

し
て
、「
な
ぜ
い
の
ち
は
尊
い

の
か
」、
こ
の
場
合
の
「
い
の

ち
」
と
は
何
か
、そ
れ
を
「
尊

い
」
も
の
と
し
て
生
き
る
と

は
ど
う
す
る
こ
と
か
。
た
と

え
ば
こ
の
よ
う
な
問
い
が
忘

れ
去
ら
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ

う
か
。
こ
う
し
た
問
い
に
向

き
合
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

「
い
の
ち
は
尊
い
」
と
い
う

こ
と
は
、
理
屈
が
納
得
で
き

れ
ば
、「
わ
か
っ
た
」
と
言
え

る
も
の
で
も
な
い
。
い
の
ち

の
尊
さ
と
は
、
そ
の
よ
う
な

感
性
が
磨
か
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
一
人
一
人
に
明
ら

か
に
な
る
事
柄
で
あ
る
。

仏
教
は
人
間
を
深
く
見
つ

め
て
い
る
教
え
で
あ
る
。「
い

の
ち
は
尊
い
」
と
受
け
と
め

る
こ
と
が
で
き
る
感
性
を
、

仏
教
を
手
が
か
り
に
磨
き
続

け
た
い
。

（
義
）

澪 標

「
こ
と
ば
」そ
の
も
の
で
は

な
く
、
そ
れ
を
記
す
文
字
、

特
に
平
仮
名
の「
ら
」を
取
り

上
げ
た
い
。

以
前
か
ら
気
に
な
っ
て
い

た
の
だ
が
、
こ
こ
十
数
年
の

う
ち
に
、「
ら
」の
形
が
変
化

し
て
き
た
。
例
え
ば
、
一
画

目
は
本
来
、
点「
ヽ
」な
の
だ

が
、
左
か
ら
右
に
横
線「
一
」

を
引
く
人
が
少
な
く
な
い
。

横
線
の
例
の
一
つ
が
、
衣
料

品
の
チ
ェ
ー
ン
ス
ト
ア
「
し

ま
む
ら
」の
ロ
ゴ
で
あ
る
。

ま
た
点
や
横
線
を
、
二
画

目
の
書
き
始
め
の
位
置
と
同

じ
か
、
も
っ
と
下
の
ほ
う
に

書
く
人
も
多
い
。
そ
の
結
果
、

横
線
の
場
合
は
数
字
の
「
5
」

と
区
別
が
つ
き
に
く
く
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
。
前
の
職

場（
小
中
学
校
の
教
員
養
成
大

学
）で
こ
の
よ
う
な
書
き
方
を

し
て
い
る
学
生
達
に
書
き
順

を
た
ず
ね
た
と
こ
ろ
、
約
半

数
は
、
ま
ず
縦
線
か
ら
書
き
、

最
後
に
点
を
打
っ
た
り
横
線

を
書
い
た
り
す
る
と
答
え
た
。

昨
年
四
月
に
赴
任
し
て
以

来
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
が
多

く
手
書
き
を
見
る
機
会
は
少

な
い
が
、「
ら
」の
形
に
つ
い
て

は
本
学
で
も
同
様
の
傾
向
が

見
ら
れ
る
。
個
人
の
書
き
癖

の
レ
ベ
ル
を
超
え
て
字
形
が

変
わ
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

図
案
化
さ
れ
た
ロ
ゴ
は
さ
て

お
き
、子
ど
も
向
け
の「
ひ
ら
が

な
」練
習
帳
の
表
紙
も
怪
し
い
。

こ
と
ば
も
文
字
も
変
化
す

る
も
の
な
の
に
私
が「
ら
」の

形
に
拘
る
の
は
、「
5
」に
誤

読
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
る
た

め
で
も
あ
る
。
だ
が
そ
れ
以

上
に
、
点
の
位
置
が
下
方

だ
っ
た
り
点
で
は
な
く
横
線

だ
っ
た
り
、
縦
線
か
ら
書
い

た
り
す
る
と
い
け
な
い
の
は
、

字
母
で
あ
る「
良
」か
ら
遠
ざ

か
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
点

な
の
か
横
線
な
の
か
も
書
き

順
も
、「
良
」を
意
識
す
れ
ば
自

ず
と
わ
か
る
は
ず
な
の
だ
が
。

漢
字（
真
名
）を
崩
し
て
書

い
た
も
の
を
日
本
独
自
に
表

音
文
字
と
し
て
用
い
た
平
仮

名
は
、
中
国
由
来
の
も
の
に

基
づ
き
、
そ
れ
を
や
わ
ら
げ

新
た
な
も
の
を
創
造
す
る
と

い
う
点
で
、
日
本
の
伝
統
文

化
の
特
長
を
凝
縮
し
た
も
の

と
言
え
る
。
そ
れ
が
千
百
年

余
り
継
承
さ
れ
て
き
た
。

そ
の
こ
と
は
知
っ
て
い
て

も
、
な
ぜ「
良
」が
ラ
と
読
ま

れ
た
の
か
説
明
で
き
な
い
人

も
い
る
。
し
か
し
、「
奈
良
」

「
野
良
」な
ど
の
熟
語
に
よ
っ

て
、中
国
南
方
の
呉
音
の「
ラ

ウ
（
現
代
仮
名
遣
い
ロ
ウ
）」

に
誰
も
が
触
れ
て
い
る
。
常

用
音
の「
リ
ヤ
ウ
」は
北
方
の

漢
音
で
あ
る
。

上
代
に
伝
わ
っ
た
仏
教
関

係
に
は
呉
音
が
用
い
ら
れ
る

が
、「
お
経
」
を
「
お
ケ
イ
」、

「
極
楽
」
を
「
キ
ョ
ク
ラ
ク
」、

「
地
蔵
」を「
チ
ゾ
ウ
」な
ど
と

読
む
人
に
、
私
は
出
会
っ
た

こ
と
が
無
い
。
千
数
百
年
前

の
発
音
を
、
自
覚
の
有
無
に

関
わ
ら
ず
、
私
達
は
あ
る
程

度
体
得
し
て
い
る
の
だ
。

「
ら
」の
形
が
変
化
し「
良
」

に
別
れ
を
告
げ
て
し
ま
う
こ

と
は
、
こ
の
よ
う
な
今
に
伝

わ
る
長
い
文
化
の
歴
史
と
切

り
離
さ
れ
て
し
ま
う
点
で
も

残
念
な
の
で
あ
る
。

（
国
文
学
科
・
中
島
和
歌
子
）

私
た
ち
の
抱
え
る
危
う
さ

名
誉
教
授

普

賢

保

之

こ
と
ば
の
窓

⑥
さ
よ
う
な
ら「
ら
」？
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「
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
」
や
「
障
害
者
職
業

カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
」
と
い
う
言

葉
を
お
聞
き
に
な
っ
た
こ
と

は
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
心
理

や
教
育
、
福
祉
な
ど
に
関
わ

る
領
域
で
あ
り
な
が
ら
労
働

分
野
の
こ
と
で
あ
る
た
め
、

学
生
の
み
な
さ
ん
に
は
馴
染

み
が
な
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
私
は
以
前
、
同
職
で
仕

事
を
し
て
い
ま
し
た
の
で
、

こ
れ
ら
に
つ
い
て
紹
介
し
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。（
注
：

法
令
に
あ
わ
せ
て
、
こ
こ
で

は
「
障
害
」
と
い
う
表
記
を

用
い
ま
す
）

国
の
障
害
者
雇
用
施
策
に

関
わ
る
分
野
・
職
種
で
す
の

で
、
ま
ず
、
障
害
者
雇
用
施

策
の
基
本
に
つ
い
て
、
簡
単

に
説
明
し
て
お
き
ま
す
。
柱

と
な
る
の
は
二
つ
の
制
度
で

す障
害
者
雇
用
率
制
度

事
業
主
は
従
業
員
数
に
応

じ
て
一
定
割
合
以
上
の
障
害

者
を
雇
用
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
、
障
害
者
の
雇

用
を
義
務
化
す
る
制
度
で

す
。
そ
の
割
合
（
法
定
雇
用

率
）
は
、
民
間
企
業
で
は
現

在
二
・
三
％
で
す
。
つ
ま
り
、

従
業
員
一
〇
〇
〇
人
の
企
業

で
は
二
十
三
人
の
障
害
者
を

雇
用
す
る
義
務
が
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
国
、

地
方
公
共
団
体
な
ど
の
場
合

は
、
雇
用
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
割
合
は
若
干
高
く
設
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

障
害
者
雇
用
納
付
金
制
度

先
の
制
度
と
連
動
す
る
も

の
で
す
。
法
定
雇
用
率
を
満

た
し
て
い
な
い
事
業
主
か
ら

満
た
し
て
い
な
い
程
度
に
応

じ
て
納
付
金
を
徴
収
し
ま

す
。
納
付
金
は
、
障
害
者
を

多
数
雇
用
し
て
い
る
事
業
主

に
対
し
て
報
奨
金
な
ど
と
し

て
、
ま
た
、
障
害
者
を
新
た

に
雇
用
す
る
事
業
主
に
対
し

て
各
種
の
助
成
金
と
し
て
支

給
さ
れ
ま
す
。こ
の
よ
う
に
、

事
業
主
間
で
の
障
害
者
雇
用

に
関
す
る
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を

調
整
し
、
事
業
主
が
全
体
と

し
て
社
会
連
帯
責
任
を
果
た

し
て
も
ら
う
と
い
う
制
度
で

す
。

職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

以
上
の
二
つ
の
制
度
が
柱

に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
実
際

に
は
、
障
害
者
に
対
し
て
職

場
定
着
に
至
る
ま
で
職
業
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
専
門

的
支
援
を
行
う
こ
と
が
重
要

に
な
り
ま
す
。「
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
」
は
、
元
来
は

「
再
び（R

e-

）適
合（H
abilis

）

す
る
こ
と
」、
つ
ま
り
、「
再

び
適
し
た
“
資
格
あ
る
、
権

利
あ
る
”
者
に
す
る
」
と
い

う
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。

世
界
保
健
機
関
（W

H
O

）

は
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を

「
障
害
者
の
社
会
統
合
の
た

め
の
取
り
組
み
」
と
し
て
位

置
づ
け
て
お
り
、
ま
た
、
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
は
医

学
、
教
育
、
職
業
、
社
会
の

四
つ
の
専
門
領
域
が
あ
る
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
職
業
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て

は
、IL

O

（
国
際
労
働
機
関
）

第
99
号
勧
告
な
ど
に
よ
っ
て

国
際
的
な
基
準
が
示
さ
れ
、

日
本
も
そ
れ
に
沿
っ
た
施
策

を
展
開
し
て
い
ま
す
。
な
か

で
も
一
九
八
七
年
に
旧
法
か

ら
改
称
さ
れ
た
「
障
害
者
の

雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法

律
（
以
下
、「
障
害
者
雇
用

促
進
法
」）」
は
、
現
在
の
日

本
の
職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
の
体
系
を
規
定
す
る

も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー

職
業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
の
支
援
は
具
体
的
に
言
う

と
、
職
業
相
談
、
職
業
能
力

評
価
、
就
職
に
む
け
た
準
備

訓
練
や
職
業
訓
練
、
就
職
先

の
紹
介
、
職
場
適
応
の
た
め

の
支
援
な
ど
に
な
り
ま
す
。

就
職
先
の
紹
介
な
ど
の
一
部

を
除
き
、
全
国
に
あ
る
「
障

害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
」
が
中

心
と
な
っ
て
こ
れ
ら
の
支
援

を
提
供
し
て
い
ま
す
。
障
害

者
職
業
セ
ン
タ
ー
は
、
障
害

者
雇
用
促
進
法
に
基
づ
い

て
、
独
立
行
政
法
人
高
齢
・

障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機

構
（
以
下
、「
機
構
」）
が
運

営
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ

こ
に
は
「
障
害
者
職
業
カ
ウ

ン
セ
ラ
ー
」
が
配
置
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

障
害
者
職
業
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

障
害
者
職
業
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
は
、
障
害
者
雇
用
促
進

法
に
お
い
て
「
厚
生
労
働
大

臣
が
指
定
す
る
試
験
に
合

格
」
し
、
か
つ
、「
同
大
臣

が
指
定
す
る
講
習
を
修
了
し

た
者
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
際

に
は
、
機
構
の
行
う
障
害
者

職
業
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
職
採
用

試
験
に
合
格
す
る
者
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
出
身
学

部
の
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
関
心
の
あ
る
人
は
だ
れ

で
も
受
験
で
き
ま
す
。
合
格

後
、「
厚
生
労
働
大
臣
が
指

定
す
る
講
習
」
を
定
期
的
に

受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

障
害
者
職
業
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
が
担
う
職
務
に
つ
い
て

は
、
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て

い
ま
す
。「
障
害
者
雇
用
の

分
野
で
直
接
的
・
専
門
的
な

支
援
業
務
を
行
い
ま
す
。
障

害
者
に
対
し
て
、
就
職
相
談

や
職
業
能
力
等
の
評
価
、
就

職
準
備
か
ら
職
場
適
応
に
至

る
ま
で
、
個
々
の
障
害
を
踏

ま
え
た
多
様
な
支
援
を
行
い

つ
つ
、
障
害
者
雇
用
を
進
め

る
企
業
に
対
し
て
、
障
害
者

の
雇
用
管
理
上
の
課
題
に
応

じ
た
職
務
設
計
や
社
員
研
修

等
の
体
系
的
な
支
援
を
行
い

ま
す
。
加
え
て
、
関
係
機
関

や
企
業
に
対
し
て
支
援
技
法

の
助
言
や
普
及
も
行
う
『
職

業
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の

専
門
家
』
で
す
。」。

新
し
い
広
が
り

自
分
の
こ
と
を
振
り
返
る

と
、
障
害
や
職
業
に
つ
い
て

の
知
識
、
社
会
経
験
が
乏
し

い
ま
ま
こ
の
仕
事
に
就
い
た

の
で
、
同
職
の
先
輩
は
も
ち

ろ
ん
、
障
害
の
あ
る
方
ご
本

人
や
ご
家
族
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
や
医
学
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
な
ど
の
関
係
機
関
の

方
々
か
ら
、
実
務
を
通
じ
て

学
ぶ
こ
と
が
と
て
も
多
か
っ

た
と
感
じ
て
い
ま
す
。ま
た
、

規
模
も
業
種
も
異
な
る
さ
ま

ざ
ま
な
会
社
を
訪
問
し
て
多

様
な
仕
事
を
知
る
機
会
が
頻

繁
に
あ
り
ま
し
た
が
、
私
に

は
自
分
の
世
界
が
広
が
る
よ

う
な
大
変
興
味
深
く
、
貴
重

な
体
験
で
し
た
。

近
年
で
は
、
Ｉ
Ｔ
（
情
報

技
術
）
分
野
の
専
門
性
の
高

い
仕
事
に
発
達
障
害
者
を
採

用
す
る
な
ど
職
務
等
の
開
発

に
先
進
的
に
取
り
組
む
企
業

や
、
障
害
者
の
就
労
支
援
を

専
門
的
に
行
う
民
間
団
体
、

ま
た
、
専
門
性
の
高
い
就
労

移
行
支
援
を
行
う
施
設
な
ど

が
次
々
と
現
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
職
業
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
既
存
の
枠

組
み
を
超
え
て
、
新
し
い
広

が
り
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

若
手
も
活
躍
し
て
い
る
分
野

で
す
。
関
心
の
あ
る
方
は
、

是
非
調
べ
て
み
て
下
さ
い
。

我
亦
在
彼
摂
取
之
中

煩
悩
障
眼
雖
不
能
見

大
悲
無
倦
常
照
我
身

（
源
信
『
往
生
要
集
』
巻
中

第
四
「
正
修
念
仏
」）

法のことば

「
私
も
ま
た
そ
の
救
い
の
光
の
中
に
摂
め
取
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
煩

悩
が
邪
魔
を
し
て
自
ら
そ
れ
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ

れ
で
も
仏
の
大
悲
心
は
、
そ
の
力
を
弱
め
る
こ
と
な
く
、
常
に
わ
が
身
を
照

ら
し
て
く
だ
さ
る
と
観
ず
る
の
で
あ
る
。」（
梯
信
暁
『
新
訳
往
生
要
集
下
』、

法
藏
館
、
二
〇
一
七
年
、
三
五
頁
）

「
煩
悩
障
眼
（
煩
悩
、
眼ま

な
こ
を
障さ

え
て
）」
と
い
う
表
現
は
、
私
た
ち
の
日
常

の
認
識
が
絶
対
的
で
唯
一
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
く
れ
ま
す
。

同
時
に
、
煩
悩
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
認
識
す
る
主
体
と
し
て
の
私
と
い
う

見
方
の
み
な
ら
ず
、
光
の
中
で
救
わ
れ
る
私
、
す
な
わ
ち
如
来
に
見
守
ら
れ

て
い
る
客
体
と
し
て
の
私
と
い
う
見
方
も
生
じ
て
き
ま
す
。

仏
教
の
こ
と
ば
は
、
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
も
大
切
で
す
が
、
こ
と
ば
に

よ
っ
て
変
化
が
促
さ
れ
る
と
い
う
点
も
重
要
で
す
。
上
記
は
そ
の
端
的
な
一

例
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

（
中
西

俊
英
）

障
害
者
職
業
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

発
達
教
育
学
部

倉

本

義

則

『
ジ
ャ
ー
タ
カ
物
語
』入

澤
崇
著

本
願
寺
出
版
社

二
〇
一
九
年

シ
リ
ー
ズ

智
慧
の
蔵
41

本
書
は
『
ジ
ャ
ー
タ
カ
』
か

ら
四
十
三
話
を
取
り
上
げ
、
一

般
読
者
向
け
に
物
語
の
内
容
を

解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー

タ
カ
と
は
、「
ブ
ッ
ダ
の
前
世
の

物
語
」
で
あ
り
、
世
界
各
地
の

文
学
、
と
り
わ
け
『
イ
ソ
ッ
プ

物
語
』や『
ア
ラ
ビ
ア
ン
ナ
イ
ト
』

に
も
影
響
を
与
え
、
検
証
も
さ

れ
て
い
る
。ま
た『
今
昔
物
語
集
』

の
「
月
の
兎
」
な
ど
も
、
ジ
ャ
ー

タ
カ
（
本
書
の
「
兎
の
施
し
」）

を
基
本
と
し
て
い
る
し
、
法
隆

寺
蔵
の
玉
虫
厨
子
に
は
、
施
身

聞
偈
図
の
雪
山
王
子
や
、
捨
身

飼
虎
図
の
薩
埵
王
子
が
ジ
ャ
ー

タ
カ
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、

日
本
へ
の
影
響
も
あ
る
。

現
存
す
る
「
ジ
ャ
ー
タ
カ
文

献
」
は
、
漢
訳
で
は
『
本
生
経
』

と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
主
と
し

て
パ
ー
リ
語
聖
典
に
収
録
さ
れ

る
五
四
七
の
物
語
を
指
し
、
そ

れ
ぞ
れ
が
「
○
○
ジ
ャ
ー
タ
カ
」

と
呼
ば
れ
、
内
容
は
ブ
ッ
ダ
が

前
世
に
お
い
て
菩
薩
で
あ
っ
た

と
き
の
善
行
を
収
録
し
て
い
る
。

そ
の
前
世
の
姿
は
、
動
物
の
時

も
あ
れ
ば
、
天
人
、
バ
ラ
モ
ン
、

商
人
な
ど
カ
ー
ス
ト
か
ら
も
離

れ
多
様
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
タ
カ

の
形
式
は
、
現
在
世
物
語
、
過

去
世
物
語
、
結
び
で
あ
る
。
散

文
と
韻
文
と
で
構
成
さ
れ
て
お

り
、
本
来
韻
文
を
ジ
ャ
ー
タ
カ

と
呼
び
、
散
文
は
そ
の
注
解
の

た
め
の
物
語
で
あ
る
。
紀
元
前

三
世
紀
ご
ろ
（
ア
シ
ョ
ー
カ
王

の
こ
ろ
）、
当
時
の
イ
ン
ド
で
伝

承
さ
れ
て
い
た
説
話
に
仏
教
的

内
容
が
付
加
さ
れ
て
成
立
し
た

も
の
と
さ
れ
る
。
ア
シ
ョ
ー
カ
の

時
代
、
仏
教
は
国
教
と
な
り
、

一
般
人
の
目
に
触
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
当
時
は
、
今
我
々
が

認
識
す
る
仏
像
は
ま
だ
な
く
、

人
々
が
「
仏
教
」
と
認
識
し
た

の
は
、
仏
塔
な
ど
の
建
造
物
や

そ
の
周
辺
に
い
る
僧
侶
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
本
書
の
最
大

の
特
徴
は
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
と
そ

の
彫
刻
の
図
像
と
を
照
合
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
タ
カ

が
現
在
の
形
に
な
っ
た
の
は
五

世
紀
ご
ろ
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

こ
こ
で
紹
介
さ
れ
る
図
像
は
、

そ
れ
以
前
の
二
か
ら
三
世
紀
も

の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
図
像

が
ジ
ャ
ー
タ
カ
に
何
ら
か
の
影

響
を
与
え
た
可
能
性
も
示
唆
さ

れ
る
。
著
者
は
、
僧
侶
の
中
で

も
バ
ー
ナ
カ
（
説
法
師
）
と
い

う
役
職
者
が
、
一
般
人
に
仏
教

を
語
る
際
に
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
を

用
い
た
と
言
う
。
イ
メ
ー
ジ
と

し
て
は
仏
教
講
談
師
の
よ
う
な

も
の
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
は
お
そ

ら
く
絵
解
き
を
し
つ
つ
、
彼
ら

の
頭
の
中
に
保
存
さ
れ
て
い
る

必
ず
し
も
大
乗
仏
教
で
説
き
継

が
れ
た
も
の
で
は
な
い
ジ
ャ
ー

タ
カ
を
語
り
つ
つ
、
す
で
に
存

在
し
た
大
乗
仏
教
の
菩
薩
の「
利

他
の
精
神
」
も
語
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
想
像

力
を
刺
激
し
て
く
れ
る
一
書
で

あ
る
。

（
井
上

博
文
）

今
か
ら
七
五
〇
年
ほ
ど
前
。

電
灯
な
ど
な
い
夜
の
闇
は
深
く
、

月
の
明
か
り
は
今
よ
り
ず
っ
と

輝
き
の
色
が
濃
か
っ
た
頃
の
こ

と
。
越
後
（
新
潟
県
）
か
ら
遠

く
は
な
れ
た
京
都
の
地
へ
、
慈

愛
に
満
ち
た
手
紙
が
送
ら
れ
ま

す
。
差
出
人
は
親
鸞
聖
人
の
妻
、

恵
信
尼
さ
ま
で
す
。
宛
名
は
お

二
人
の
末
娘
、
覚
信
尼
さ
ま
で

し
た
。
そ
の
お
手
紙
を
『
恵
信

尼
消
息
』
と
よ
ん
で
い
ま
す
。

親
鸞
聖
人
が
息
を
引
き
取
ら

れ
た
こ
と
を
、
京
都
で
看
取
っ

た
覚
信
尼
さ
ま
は
、
越
後
の
地

で
暮
ら
す
母
へ
伝
え
ま
す
。
娘

の
抱
え
た
不
安
を
感
じ
取
ら
れ

た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
返
信
に

は
、
あ
り
し
日
の
親
鸞
聖
人
の

姿
が
書
き
綴
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
こ
に
、『
恵
信
尼
消
息
』
が
は

じ
ま
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
が
法

然
聖
人
に
出
会
わ
れ
た
頃
の
様

子
、
ご
自
身
が
み
た
夢
を
親
鸞
聖

人
に
伝
え
た
時
の
話
な
ど
い
ず
れ

も
、
い
と
お
し
い
娘
に
知
ら
せ
ん

と
す
る
「
あ
な
た
の
お
父
さ
ん
は
、

こ
の
よ
う
な
方
で
あ
っ
た
」
と
の

力
強
い
思
い
が
、
言
葉
に
の
せ
て

伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
す
。
ま
た
、

一
方
で
お
手
紙
に
は
、
越
後
の
地

で
過
ご
す
ご
自
身
の
姿
が
飾
る
こ

と
な
く
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
孫
た

ち
と
の
暮
ら
し
の
中
で
、
自
分
が

母
親
に
な
っ
た
気
さ
え
し
て
い
る

と
語
ら
れ
、
飢
饉
の
時
に
は
着
物

を
売
る
ほ
ど
に
生
活
に
困
窮
し
、

八
十
七
歳
の
お
手
紙
で
は
、
体
は

動
く
け
れ
ど
も
、
物
忘
れ
が
ひ
ど

く
な
り
、
身
も
心
も
衰
え
た
な
ど

と
、
人
と
し
て
の
有
り
様
が
赤

裸
々
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
の
言
葉
の
端
々
か
ら
は
、
日
だ

ま
り
の
よ
う
な
ぬ
く
も
り
と
し
な

や
か
な
強
さ
を
も
っ
た
方
で
あ
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

そ
し
て
、
根
底
に
は
、
命
の
終

わ
り
、
そ
の
行
く
先
を
心
配
す
る

必
要
が
な
い
仏
さ
ま
の
教
え
に
、

た
だ
今
出
遇
っ
て
い
る
こ
と
を
伝

え
よ
う
と
す
る
心
が
流
れ
て
い
る

よ
う
に
感
じ
ま
す
。
親
鸞
聖
人
が

明
ら
か
に
さ
れ
た
仏
教
、
そ
れ
は
、

老
若
男
女
問
わ
ず
、
泣
い
た
り

笑
っ
た
り
す
る
日
常
生
活
の
中
に

歩
む
こ
と
が
で
き
る
仏
さ
ま
の
教

え
で
し
た
。
そ
こ
に
、
教
え
と
と

も
に
生
き
ぬ
か
れ
た
一
人
の
女
性

の
姿
を
あ
ら
た
め
て
感
じ
る
の
で

す
。人

生
を
と
も
に
す
る
パ
ー
ト

ナ
ー
と
は
、
ど
の
よ
う
な
存
在
で

し
ょ
う
か
。
様
々
な
形
が
あ
り
、

一
律
に
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
で

し
ょ
う
が
、
喜
び
や
悲
し
み
を
分

け
合
い
、
憂
い
や
惑
い
の
中
に
も
、

親
鸞
聖
人
と
恵
信
尼
さ
ま
の
よ
う

に
同
じ
方
向
を
向
い
て
い
る
。
も

し
、
そ
の
よ
う
な
方
と
の
出
遇
い

で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
人
生
に
お
い

て
き
っ
と
大
き
な
意
味
を
も
つ
こ

と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

　
　
『
恵
信
尼
消
息
』

塚
本

一
真




