
第
四
章　
「
障
害
／
障
害
者
」
は
ど
の
よ
う
に
生
み
出
さ
れ
る
の
か 

土
屋　

葉

は
じ
め
に

　
「
身
体
障
害
者
」
や
「
視
覚
障
害
者
」、「
聴
覚
障
害
者
」、「
知
的
障
害
者
」
と
い
っ
た
言
葉
は
、
私
た
ち
の
社

会
の
な
か
で
あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
別
の
言
葉
に
言
い
換
え
る
こ
と
は
で
き
る
で

し
ょ
う
か
。「
身
体
障
害
者
」
は
「
不
具
」、「
い
ざ
り
」
や
「
か
た
わ
」、「
視
覚
障
害
者
」
は
「
盲
者
」
や
「
め
く
ら
」、

「
聴
覚
障
害
者
」
は
「
聾
者
」、「
つ
ん
ぼ
」
や
「
唖
者
」、「
お
し
」、
か
つ
て
「
精
神
薄
弱
者
」
と
い
う
言
葉
か

ら
言
い
換
え
ら
れ
た
「
知
的
障
害
者
」
は
「
白
痴
」
な
ど
…
。
こ
の
よ
う
に
、目
に
す
る
こ
と
は
少
な
い
で
す
が
、

「
障
害
者
」に
代
わ
る
多
く
の
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
が
現
在「
○
○
障
害
者
」と
一
括
り
に
さ
て
い
る
の
は
、

な
ぜ
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　
「
障
害
／
障
害
者
」
の
生
成
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
や
や
遠
回
り
を
す
る
よ
う
で
す
が
、「
○
○
障
害
者
」

と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
誕
生
に
つ
い
て
、
近
代
市
民
社
会
の
成
立
か
ら
遡
っ
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
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一　

近
代
市
民
社
会
と
「
障
害
者
」
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
誕
生

近
代
市
民
社
会
の
成
立
と
ジ
レ
ン
マ

　

近
代
市
民
社
会
は
、
私
た
ち
が
労
働
し
そ
れ
に
対
す
る
対
価
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

労
働
力
と
交
換
し
必
要
な
お
金
を
得
る
と
い
う
、い
わ
ゆ
る
「
働
か
ざ
る
者
食
う
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
社
会
で
す
。

そ
う
す
る
と
、
こ
の
社
会
で
生
き
る
市
民
の
要
件
は
、
労
働
力
を
提
供
で
き
る
よ
う
な
「
自
立
」
を
し
た
人
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

で
は
、「
自
立
」
と
は
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。「
自
立
」
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
「
自
助
」
＝

自
分
で
で
き
る
こ
と
、
具
体
的
に
は
経
済
的
に
あ
る
い
は
身
体
的
に
、
他
か
ら
援
助
を
受
け
な
い
で
一
人
で
何

か
が
成
し
遂
げ
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
す
。
い
ま
ひ
と
つ
が
「
自
律
」
＝
自
ら
律
す
る
こ
と
、
他
者
か
ら
の
支

配
を
受
け
ず
、自
ら
決
定
す
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、私
た
ち
の
社
会
は
、全
て
の
人
が
「
自

立
」
を
し
て
労
働
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
価
を
得
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ど
の
よ
う
な
人
た
ち
が
「
自
立
」
で
き
な
い
人
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
ご
く
幼
い
子
ど
も
が
い
ま
す
。
ま
た
病

気
の
人
・
高
齢
の
人
・
障
害
が
あ
る
人
の
な
か
の
一
部
の
人
た
ち
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
で
し
ょ
う
。
社
会
に
は

こ
の
よ
う
な
人
た
ち
が
必
ず
一
定
数
は
存
在
し
ま
す
。
近
代
市
民
社
会
は
、
市
民
の
要
件
と
し
て
「
自
立
」
を

置
き
な
が
ら
、
一
方
で
全
て
の
人
が
労
働
に
よ
っ
て
対
価
を
得
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
を
、

最
初
か
ら
抱
え
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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で
は
、社
会
は
ど
の
よ
う
に
、働
け
な
い
人
た
ち
を
救
え
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
た
め
の
仕
組
み
が「
二

重
の
分
配
シ
ス
テ
ム
」［
岩
崎 

二
〇
〇
二
：
七
二
］
で
す
。
労
働
力
の
交
換
に
よ
っ
て
財
を
分
配
さ
れ
な
い
人

に
は
、
私
的
扶
養
―
―
親
し
い
家
族
や
親
族
に
よ
る
扶
養
―
―
に
も
と
づ
く
シ
ス
テ
ム
が
準
備
さ
れ
て
い
る
の

で
す
。
家
の
な
か
に
い
る
誰
か
が
財
を
得
、
労
働
力
を
提
供
で
き
な
い
他
の
家
族
や
親
族
に
分
配
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
私
的
扶
養
の
ニ
ー
ズ
に
基
づ
く
分
配
シ
ス
テ
ム
で
す
。
受
け
取
る
側
か
ら
み
る
と
、
家

族
や
親
族
が
得
て
き
た
も
の
か
ら
分
配
を
受
け
る
と
い
う
、
二
重
の
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で

す
。

「
自
立
」
を
可
能
に
す
る
た
め
の
援
助
の
形
態

　

こ
れ
は
不
思
議
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
子
ど
も
が
ご
く
幼
い
う
ち
は
、
親
が
子
ど
も
た
ち
を
扶
養
す
る

こ
と
は
あ
た
り
ま
え
で
す
し
、
高
齢
に
な
っ
て
リ
タ
イ
ア
し
た
後
に
は
、
一
緒
に
暮
ら
す
成
人
し
た
子
ど
も
が

親
を
扶
養
す
る
こ
と
も
、
よ
く
あ
る
こ
と
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
こ
の
シ
ス
テ
ム
か
ら
さ
ら
に
こ
ぼ
れ
て
し
ま
う
人
た
ち
が
い
ま
す
。
何
ら
か
の
事
情
で
親
が
い
な

い
子
ど
も
、
子
ど
も
が
い
な
い
高
齢
者
、
助
け
て
く
れ
る
人
の
い
な
い
障
害
者
な
ど
で
す
。
労
働
力
の
交
換
に

よ
っ
て
財
を
得
る
こ
と
も
で
き
ず
、
私
的
扶
養
に
よ
っ
て
も
分
配
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
人
た
ち
に
対
し

て
は
、「
国
家
が
助
け
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
社
会
的
扶
養
の
シ
ス
テ
ム
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
国
家
が
人
び
と
を
救
っ
て
い
く
と
い
う
思
想
を
も
つ
の
が
福
祉
国
家
で
す
。
国
に
よ
っ
て
、
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そ
こ
に
ど
の
く
ら
い
の
予
算
を
割
い
て
い

る
の
か
と
い
う
点
で
違
い
は
あ
り
ま
す
が
、

日
本
を
含
め
て
先
進
資
本
主
義
国
は
基
本

的
に
福
祉
国
家
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
と

思
い
ま
す
。

　

で
は
な
ぜ
、
多
く
の
先
進
資
本
主
義
国
で

福
祉
国
家
施
策
が
採
用
さ
れ
た
の
で
し
ょ

う
か
。
国
が
、
労
働
力
に
よ
っ
て
財
を
得

る
こ
と
が
で
き
な
い
人
、
そ
し
て
私
的
な

扶
養
に
よ
っ
て
も
得
ら
れ
な
い
人
を
救
済

し
な
い
と
、
社
会
そ
の
も
の
が
不
安
定
に

な
る
、
国
家
の
集
合
的
利
益
が
損
な
わ
れ

る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
す
。
実
際
、
国

民
の
最
低
生
活
を
保
障
す
る
「
ナ
シ
ョ
ナ

ル
・
ミ
ニ
マ
ム
（national m

inim
um

）」

を
は
じ
め
て
提
唱
し
た
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
の

懸
念
は
、
こ
れ
を
実
施
し
な
い
と
、
産
業

援助の形態 具体的な政策例 特長
（1）予防を目的とする
援助

医療保険、雇用保険、年金
保険（高齢/障害）、疾病や
障害を予防するための保健
医療サービス、生活の破綻
を予防するための相談援助
サービスなど

リスクを有するすべての国
民を対象とする普遍主義的
な援助

（2）補償を目的とする
援助

傷痍軍人・危険産業に従事
して損害を受けた人への補
償、自然災害にあった人へ
の救援など

集合的利益の存在を認めて
はじめて正当化される援助

（3）「自立」 する主体
を創出する援助

子どもに対する基礎教育・
職業教育、障害者等に対す
る職業訓練など

身体の「規格化」をともな
う、「自立」 の可能性を最
大限に高めるための援助

（4）私的扶養を補完す
る援助

医療保険、社会保険の適用、
児童手当の支給など

被扶養者のリスクを共同化
する援助およびリスク自体
を軽減する援助

（5）「自立」 社会の失
敗コストとしての援助

ナショナル・ミニマム 「自立」 する主体である可
能性を否定された人への残
余的で消極的な援助。

［岩崎2002：88-94］より筆者作成

表1　「自立」を可能にするための援助の形態
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効
率
が
低
下
し
、
国
家
の
総
生
産
が
減
少
し
て
し
ま
う
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
［
大
沢  

一
九
八
六
：
六
～
七
］。

　

岩
崎
晋
也
は
、「
自
立
」
す
る
上
で
の
条
件
整
備
を
国
家
が
行
っ
た
場
合
の
援
助
の
形
態
を
表
1
の
よ
う
に
四

つ
に
整
理
し
て
い
ま
す
［
岩
崎 

二
〇
〇
二
：
八
八
～
九
四
］。

　

ま
ず
、（
1
）
予
防
を
目
的
と
す
る
援
助
で
す
。
国
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
人
が
働
き
そ
れ
ぞ
れ
の

責
任
で
財
を
得
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
助
け
る
た
め
、
つ
ま
り
「
自
立
」
を
継
続
す
る
た

め
の
政
策
が
最
初
に
き
ま
す
。
た
と
え
ば
、
病
気
や
失
業
に
よ
っ
て
一
時
的
に
「
自
立
」
で
き
な
く
な
る
と
い

う
リ
ス
ク
に
対
応
し
た
援
助
と
し
て
「
医
療
保
険
」
や
「
雇
用
保
険
」
と
い
っ
た
制
度
が
あ
り
、
ま
た
加
齢
や

障
害
に
よ
り
働
け
な
く
な
る
リ
ス
ク
に
対
応
す
る
援
助
と
し
て
は
「
高
齢
／
障
害
年
金
保
険
」
制
度
が
あ
り
ま

す
。
働
け
な
く
な
っ
た
ら
積
み
立
て
て
い
た
お
金
で
生
活
を
成
り
立
た
せ
て
い
く
と
い
う
制
度
で
す
の
で
、「
自

立
」
で
き
な
い
人
が
出
現
し
た
場
合
に
あ
ら
か
じ
め
備
え
る
、
予
防
的
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ

け
で
す
。
ま
た
、
禁
煙
や
定
期
検
診
の
受
診
を
推
奨
す
る
な
ど
、
人
び
と
が
健
康
で
長
く
働
け
る
よ
う
な
政
策

を
と
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
疾
病
・
障
害
・
介
護
予
防
等
の
た
め
の
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
は
、
福
祉
国
家

で
は
あ
る
程
度
力
を
入
れ
て
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
リ
ス
ク
を
有
し
て
い
る
す
べ
て
の
国
民
を
対
象

と
し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
普
遍
主
義
的
な
援
助
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　

次
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
（
2
）「
補
償
を
目
的
と
し
た
援
助
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
集
合
的
利
益
の
存
在
を
認
め

て
は
じ
め
て
正
当
化
さ
れ
る
援
助
で
す
。
た
と
え
ば
、
国
家
の
た
め
に
戦
争
に
行
き
、
あ
る
い
は
鉱
山
労
働
な

ど
危
険
産
業
に
従
事
し
て
傷
病
を
負
っ
た
人
へ
の
援
助
は
、「
集
合
的
利
益
の
た
め
に
貢
献
し
た
人
に
は
補
償
し
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ま
し
ょ
う
」
と
い
う
考
え
方
に
よ
り
肯
定
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
自
然
災
害
に
あ
っ
た
人
へ
の
救
援
な
ど
も
、
援

助
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
自
立
」
の
継
続
が
可
能
に
な
れ
ば
結
果
と
し
て
集
合
的
利
益
の
拡
大
に
つ
な
が
る
と

い
う
点
で
、
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
（
3
）「『
自
立
』
す
る
主
体
を
創
出
す
る
援
助
」
が
あ
り
ま
す
。
子
ど
も
は
私
的
扶
養
に
依
存
し

て
い
ま
す
が
、
成
長
す
れ
ば
「
自
立
」
す
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
基
礎

教
育
や
職
業
教
育
に
よ
る
訓
練
が
こ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。
ま
た
病
気
や
障
害
に
よ
っ
て
働
け
な
い
人
も
、
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
や
職
業
的
な
訓
練
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
自
立
」
で
き
る
可
能
性
を
有
し
て
お
り
、

そ
の
可
能
性
を
最
大
限
に
高
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
援
助
は
、
か
れ
ら
の
身
体
を

規
律
訓
練
し
、
社
会
が
求
め
る
規
格
に
合
致
さ
せ
る
行
為
「
規
格
化
」
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（Foucault1975=1977

）。

　

そ
れ
で
も
「
自
立
」
し
え
な
い
人
に
対
し
て
は
、
先
に
触
れ
た
私
的
扶
養
の
原
理
に
よ
っ
て
対
処
さ
れ
る
の

で
す
が
、
こ
れ
を
補
完
す
る
の
が
（
4
）「
私
的
扶
養
を
補
完
す
る
援
助
」
で
す
。
私
的
な
扶
養
で
は
、
子
ど
も

を
育
て
た
り
、
高
齢
の
親
を
介
護
す
る
の
に
お
金
が
か
か
っ
た
り
し
ま
す
。
そ
う
し
た
と
き
に
、
被
扶
養
者
の

も
つ
リ
ス
ク
を
共
同
化
す
る
た
め
に
、
医
療
保
険
が
被
扶
養
者
に
ま
で
適
用
さ
れ
た
り
、
児
童
手
当
の
支
給
を

行
う
と
い
っ
た
援
助
が
こ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
リ
ス
ク
自
体
を
軽
減
す
る
援
助
と
し
て
、
扶
養
者
を

含
め
た
家
族
を
対
象
と
し
た
相
談
援
助
サ
ー
ビ
ス
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
自
立
で
き
な
い
人
を

支
え
る
扶
養
者
を
、
国
が
援
助
す
る
と
い
う
か
た
ち
に
な
り
ま
す
。
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こ
れ
ら
に
よ
っ
て
「
自
立
」
で
き
る
人
、「
自
立
」
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
家
族
等
の
私
的
扶
養
に
支
え
ら
れ

る
人
と
い
っ
た
枠
組
み
で
、
あ
る
程
度
ま
で
は
カ
バ
ー
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
先
ほ
ど
か
ら

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
で
も
「
自
立
」
で
き
な
い
と
い
う
人
が
出
て
き
ま
す
。
私
的
扶
養
の
限
界
を
超
え

て
し
ま
う
場
合
、
あ
る
い
は
扶
養
者
が
お
ら
ず
援
助
を
必
要
と
す
る
場
合
、
最
後
に
出
て
く
る
の
が
（
5
）「『
自

立
』
社
会
の
失
敗
コ
ス
ト
と
し
て
の
援
助
」
で
す
。
集
合
的
利
益
の
拡
大
を
め
ざ
す
国
家
と
し
て
は
、
国
民
に

は
「
自
立
」
を
求
め
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
で
も
「
自
立
」
で
き
な
い
人
が
出
現
す
る
の
は
、
い
わ
ば
「
自
立
」

社
会
の
失
敗
で
す
。
そ
う
し
て
こ
ぼ
れ
落
ち
て
し
ま
う
人
に
対
し
て
は
、
で
き
る
だ
け
コ
ス
ト
を
か
け
な
い
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
と
い
う
、
残
余
的
で
消
極
的
な
最
低
限
の
保
障
で
対
応
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の

考
え
方
を
基
礎
と
す
る
と
、
た
と
え
ば
生
活
保
護
を
受
給
す
る
人
は
、「
最
低
限
度
の
生
活
」
が
送
る
こ
と
が
で

き
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
ま
た
、
障
害
者
は
郊
外
の
施
設
に
隔
離
収
容
し
、
最
低
限
の
支
援
者
で
最

低
限
の
ケ
ア
―
―
寝
か
せ
き
り
、
少
な
い
入
浴
回
数
、
厳
格
な
消
灯
時
間
な
ど
―
―
を
行
う
こ
と
も
肯
定
さ
れ

ま
す
。
日
本
で
は
生
存
権
が
保
障
さ
れ
て
は
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
制
度
の
ス
テ
ィ
グ
マ
性
を
考
え
て
も
、
そ

の
権
利
性
は
他
よ
り
も
弱
い
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

国
民
の
三
層
構
造
化

　

岩
崎
晋
也
は
、
こ
う
し
た
福
祉
国
家
政
策
が
、
国
民
を
三
つ
の
層
に
分
化
す
る
こ
と
を
促
進
し
た
と
も
述
べ

て
い
ま
す
［
岩
崎 

二
〇
〇
二
：
九
七
～
九
八
、
図
1
］。
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第
一
層
は
、「
予
防
・
補
償
・『
自
立
』
主
体
創
出
に
よ
っ
て
『
自
立
』

が
可
能
と
な
る
層
」
で
す
。
具
体
的
に
は
、
健
常
で
よ
く
働
け
る
男
性
を

中
心
と
し
た
労
働
者
、
年
金
や
貯
蓄
に
よ
っ
て
生
活
す
る
高
齢
者
、
障
害

や
疾
病
に
対
し
て
十
分
な
補
償
を
受
け
た
人
、
職
業
訓
練
な
ど
で
「
自
立
」

を
す
る
こ
と
が
で
き
た
障
害
者
な
ど
で
す
。
第
二
層
は
「
私
的
扶
養
を
補

完
す
る
援
助
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
た
私
的
扶
養
を
受
け
る
層
」
で
す
。
主

婦
や
児
童
、
ま
た
高
齢
の
親
や
障
害
や
疾
病
の
あ
る
成
人
し
た
子
ど
も
も

こ
こ
に
入
り
ま
す
。
そ
し
て
第
三
層
は
「『
自
立
』
社
会
の
失
敗
の
コ
ス
ト

と
し
て
援
助
を
受
け
る
特
定
の
層
（needy

）」
で
す
。「
自
立
」
を
前
提
と

す
る
社
会
の
な
か
で
残
余
・
逸
脱
と
し
て
、
つ
ま
り
社
会
の
規
格
外
と
し

て
出
て
く
る
、
施
設
に
収
容
さ
れ
る
障
害
者
、
無
年
金
、
低
年
金
の
高
齢
者
、

扶
養
者
の
い
な
い
児
童
な
ど
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

社
会
と
し
て
は
規
格
外
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
つ
く
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ

の
人
た
ち
に
は
何
ら
か
の
援
助
を
受
け
る
資
格
を
与
え
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
障
害
者
の
場
合
に
は
冒
頭
に
挙
げ
た
障
害
者
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る

こ
と
が
、
そ
の
資
格
取
得
を
意
味
し
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
明
治
時
代
の
法
令
に
は
用
い
ら
れ
て
い
た
「
聾
者
」、「
唖
者
」、

第1層
予防・補償・「自立」主体創出によって「自立」が可能となる層 

第2層
私的扶養を補完する援助によって強化された私的扶養を受ける層

第3層
「自立」社会の失敗コストとして援助を受ける特定の層

［岩崎2002：87-88］より筆者作成

図1　国民の三層構造
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「
盲
者
」、「
白
痴
」
な
ど
は
、
対
象
を
拡
大
し
す
べ
て
「
障
害
者
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
括
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。「
○
○
障
害
者
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
自
立
」
を
求
め
ら
れ
な
い

人
と
措
定
さ
れ
、
国
家
か
ら
援
助
を
受
け
る
「
特
定
の
層
」
に
入
る
資
格
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

同
時
に
国
と
し
て
は
厳
格
に
定
義
さ
れ
た
「
○
○
障
害
者
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る
人
た
ち
に
の
み
、
最

低
限
の
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
」
と
し
て
の
保
障
を
与
え
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

で
は
誰
に
よ
っ
て
「
○
○
障
害
者
」
が
決
定
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
日
本
で
は
こ
の
役
割
を
担
う
の
は
、

主
に
専
門
家
で
あ
る
医
療
関
係
者
で
す
。「
障
害
」
の
判
定
や
、
障
害
者
手
帳
の
発
行
に
は
医
師
等
の
診
断
書
が

必
要
で
す
。「
障
害
者
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、「
自
立
」
社
会
が
想
定
す
る
人
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
人
に
対

し
て
、
国
家
が
最
低
限
の
保
障
を
与
え
る
た
め
の
資
格
要
件
と
し
て
出
現
し
た
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
「
自
立
」
を
前
提
と
し
た
近
代
市
民
社
会
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
、
批
判
や
対
抗
的
な
議
論
が
、

図
1
の
な
か
の
第
三
層
、
一
番
下
の
層
に
い
る
人
た
ち
か
ら
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
一
九
六
〇
年
代
後
半
ぐ
ら
い

か
ら
一
九
七
〇
年
代
に
か
け
て
行
わ
れ
た
、「
自
立
」
を
前
提
と
し
た
社
会
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
、

郊
外
の
施
設
に
隔
離
収
容
さ
れ
る
と
い
っ
た
扱
い
を
受
け
る
な
ど
、
自
ら
の
価
値
を
低
め
ら
れ
た
人
た
ち
に
よ

る
異
議
申
し
立
て
で
す
。

　

二
つ
の
例
を
挙
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
「
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
（norm

alization

）」
と
い
う

考
え
方
で
す
。
こ
れ
は
デ
ン
マ
ー
ク
の
バ
ン
ク
・
ミ
ケ
ル
セ
ン
（Bank M

ikkelsen N
.E

）
が
提
唱
し
た
考
え

方
で
す
。
北
欧
は
福
祉
国
家
で
あ
る
こ
と
で
有
名
で
す
が
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
一
九
六
〇
年
代
に
は
、
障
害
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者
が
施
設
に
隔
離
収
容
さ
れ
、劣
悪
な
処
遇
を
受
け
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
ノ
ー

マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
障
害
の
あ
る
人
を
「
ノ
ー
マ
ル
」
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
か
れ
ら
の
生

活
条
件
の
方
を
、
障
害
の
な
い
人
と
同
等
に
ノ
ー
マ
ル
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
障
害
の
あ
る
人

た
ち
が
地
域
に
出
て
、
私
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
、
朝
起
き
て
、
着
替
え
て
、
ご
飯
を
食
べ
て
、
お
風
呂
に
入
っ
て
、

外
出
を
す
る
と
い
う
生
活
が
で
き
る
よ
う
に
、
社
会
の
側
が
ノ
ー
マ
ル
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
「
ノ
ー
マ
ラ
イ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
考
え
方
を
基
礎
と
し
、
機
会
を
平
等
に
し
て
い
く

こ
と
や
、
地
域
で
生
活
を
す
る
こ
と
を
求
め
る
運
動
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

い
ま
一
つ
が
一
九
八
〇
年
代
ご
ろ
か
ら
主
に
身
体
障
害
の
あ
る
人
た
ち
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
か
ら
は
じ
ま
っ

た
「Independent Living
（
Ｉ
Ｌ
）
＝
自
立
生
活
運
動
」
で
す
。
経
済
的
な
「
自
立
」
の
前
提
に
は
身
体
的
・

身
辺
的
「
自
立
」
が
織
り
込
ま
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
手
足
の
不
自
由
な
人
が
、
身
辺
的
「
自
立
」
の
た
め
に
、

一
人
で
着
替
え
や
入
浴
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
の
訓
練
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
の
知
り
合
い
の

肢
体
不
自
由
の
方
の
な
か
に
も
、
入
所
施
設
で
訓
練
を
受
け
て
い
た
人
が
い
ま
し
た
。
入
浴
の
訓
練
を
し
た
結

果
、
一
人
で
服
を
脱
い
で
、
浴
室
ま
で
い
ざ
っ
て
移
動
し
、
体
を
洗
い
、
な
ん
と
か
浴
槽
に
入
り
、
そ
し
て
ま

た
脱
衣
所
ま
で
戻
っ
て
服
を
着
る
と
い
う
一
連
の
動
作
を
自
分
一
人
で
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
で

も
入
浴
を
一
人
で
行
う
と
だ
い
た
い
四
～
五
時
間
か
か
り
、
入
浴
が
半
日
仕
事
だ
っ
た
と
い
う
の
で
す
ね
。
Ｉ

Ｌ
運
動
は
半
日
か
け
て
一
人
で
入
浴
す
る
こ
と
が
「
自
立
」
な
の
か
、
と
問
い
か
け
ま
す
。
援
助
を
得
て
一
時

間
で
入
浴
し
、そ
の
他
の
時
間
を
社
会
的
な
活
動
等
に
充
て
る
こ
と
の
方
が
「
自
立
」
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
、
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と
い
う
の
で
す
。
Ｉ
Ｌ
運
動
は
、「
自
立
」
は
身
辺
的
・
身
体
的
・
経
済
的
な
自
立
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、

自
己
決
定
を
す
る
、
つ
ま
り
自
分
の
生
活
を
自
分
で
決
め
て
い
く
こ
と
だ
と
主
張
し
た
の
で
す
。

　

た
だ
、
そ
も
そ
も
「
自
立
」
を
前
提
と
す
る
社
会
が
今
で
も
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
の

声
が
上
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
最
後
に

触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。

二　
「
障
害
と
は
何
か
」
を
め
ぐ
っ
て

「
障
害
」
の
分
節
化

　

歩
け
な
い
た
め
に
車
い
す
を
使
用
し
て
い
る
人
が
、
階

段
の
上
に
あ
る
場
所
に
行
き
た
く
て
佇
ん
で
い
る
場
面
を

イ
メ
ー
ジ
し
て
く
だ
さ
い
（
図
2
）。

　

こ
の
と
き
「
障
害
」
は
ど
こ
に
あ
る
で
し
ょ
う
か
。「
歩

け
な
い
」
か
ら
、
足
の
部
分
に
「
障
害
」
が
あ
る
と
考
え

る
人
が
い
る
で
し
ょ
う
。
バ
リ
ア
フ
リ
ー
と
い
う
こ
と
を

連
想
し
て
、「
階
段
」
が
「
障
害
」
で
あ
る
と
考
え
る
人
も

－2－ 

「私」は歩けないので車いすに乗っています。

「障害」はどこにありますか？

 

 

図 3 

 

ICIDH（International Classification of Impairments、 Disabilities、 and Handicaps） 

WHO、1980 

 

図2　「障害」はどこにある？
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い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
例
か
ら
障
害
と
は
何
か
、
何
が
障
害
だ
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
の
か
を
考
え
て
み
ま
す
。
実
は
、
こ
れ
は

前
項
の
障
害
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
誕
生
の
話
と
関
連
し
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
障
害
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
決
め
る
際
に
は
、

「
障
害
」
の
内
実
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
い
か
ら
で
す
。

　

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
日
本
で
は
主
に
医
療
関
係
者
等
、
特
に
医
師
の
判
断
に
よ
り
「
障
害
」
が
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
身
体
障
害
者
手
帳
や
精
神
保
健
福

祉
手
帳
を
取
得
す
る
際
、
ま
た
障
害
年
金
受
給
の

手
続
き
の
際
に
は
医
師
の
診
断
書
が
必
要
と
さ
れ

ま
す
。
身
体
障
害
の
場
合
に
は
、
手
が
ど
れ
く
ら

い
上
が
る
の
か
、
何
デ
シ
ベ
ル
の
音
が
聞
こ
え
る

の
か
と
い
う
よ
う
な
、「
機
能
障
害
」
に
か
ん
す

る
基
準
に
依
拠
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
こ
れ
で
「
障
害
」
を
捉
え
ら
れ
る
の
か

と
い
う
批
判
の
声
が
あ
り
、
新
た
な
障
害
の
概
念

が
登
場
し
ま
す
。
そ
れ
が
一
九
八
〇
年
に
世
界
保

健
機
関
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
「
国

際
障
害
分
類
（
Ｉ
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｈ
：International 

－2－ 

「私」は歩けないので車いすに乗っています。

「障害」はどこにありますか？

 

 

図 3 

 

ICIDH（International Classification of Impairments、 Disabilities、 and Handicaps） 

WHO、1980 

 

図3　障害の3分類（ICIDH）

ICIDH（International Classification of Impairments, 
Disabilities, and Handicaps）WHO, 1980
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Classification of Im
pairm

ents, D
isabilities, and H

andicaps

）」（
図
3
）
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
「
障
害
」

と
一
括
り
に
し
て
き
た
も
の
を
、
三
つ
に
分
節
化
を
し
て
理
解
す
る
い
わ
ゆ
る
「
障
害
構
造
論
」
を
提
唱
し
ま

し
た
［
杉
野 

二
〇
〇
七
：
五
一
］。
こ
の
図
の
一
番
上
は
「
機
能
障
害
（im

pairm
ent

）
で
、
下
半
身
麻
痺
で

膝
か
ら
下
が
動
か
な
い
等
の
状
態
を
示
し
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
「
歩
け
な
い
」
こ
と
を
示
す
の
が
、

次
の
「
能
力
低
下
（disability

）」
で
す
。
最
後
に
、
車
い
す
に
乗
る
と
階
段
を
利
用
で
き
な
い
な
ど
、
社
会

の
な
か
で
の
「
社
会
的
不
利
（handicap

）」
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
非
常
に
画
期
的
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、従
来
「
障
害
者
だ
か
ら
働
け
な
い
」「
障

害
者
だ
か
ら
不
利
な
扱
い
が
あ
っ
て
も
仕
方
が
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
た
の
が
、疾
病
の
帰
結
と
し
て
の
「
障
害
」

を
三
つ
に
分
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
「
社
会
的
不
利
」
な
状
態
を
改
善
す
れ
ば
社
会
に
参
加
で
き
る

可
能
性
が
出
て
く
る
、
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
何
を
「
障
害
」
と
し
て
捉
え
る
の
か
を
、
考
え

る
一
つ
の
き
っ
か
け
を
与
え
た
と
思
い
ま
す
。

障
害
の
社
会
モ
デ
ル

　

と
こ
ろ
が
さ
ら
に
、
こ
の
定
義
が
「
医
学
（
医
療
）
モ
デ
ル
」
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
な

ぜ
な
ら
こ
の
捉
え
方
は
、「
機
能
障
害
（im

pairm
ent

）」
が
「
能
力
低
下
（disability

）」
を
生
み
、こ
れ
が
「
社

会
的
不
利
（handicap

）」
を
生
む
と
い
う
、
単
線
的
関
係
に
あ
る
と
解
釈
さ
れ
た
か
ら
で
す
。「
社
会
的
不
利
」

の
理
由
を
、
個
人
の
「
損
傷
」
に
帰
属
さ
せ
て
い
る
た
め
、
個
人
の
努
力
や
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
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そ
れ
を
克
服
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
、「
障
害
」
は
個
人
的
な
問
題
と
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
「
医
学
（
医
療
）
モ
デ
ル
」
を
批
判
し
た
の
が
、「
社
会
モ
デ
ル
」
と
い
う
考
え
で
す
。
こ
れ
は

“disability”
の
問
題
を
、
社
会
構
造
や
社
会
関
係
に
あ
る
と
捉
え
ま
す
。
つ
ま
り
、
障
害
が
も
た
ら
す
さ
ま
ざ

ま
な
問
題
を
社
会
の
問
題
と
し
て
、
社
会
的
解
決
を
模
索
す
る
方
向
を
模
索
す
る
と
い
う
考
え
方
で
す
［
杉
野 

二
〇
〇
七
：
一
一
七
］。

　

少
し
説
明
を
付
け
加
え
ま
し
ょ
う
。
近
年
、
駅
な
ど
で
エ
レ
ベ
ー
タ
等
を
設
置
す
る
た
め
の
工
事
を
行
っ
て

い
る
と
こ
ろ
が
多
く
、「
駅
構
内
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
工
事
を
お
こ
な
っ
て
お
り
ま
す
」
と
い
っ
た
ア
ナ
ウ
ン
ス

や
表
示
を
見
聞
き
す
る
機
会
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
際
、「
階
段
を
使
え
な
い
障
害
者
の
た
め
の
工
事
を
し

て
い
る
の
だ
な
」
と
好
ま
し
く
捉
え
る
人
も
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
そ
れ
は
典
型
的
な
個

人
モ
デ
ル
の
発
想
で
す
。
そ
こ
に
は
、な
ぜ
こ
れ
ま
で
多
く
の
場
合
の
「
標
準
」
と
し
て
階
段
の
み
が
準
備
さ
れ
、

他
の
昇
降
手
段
が
な
か
っ
た
の
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
す
。
歩
け
る
人
の
み
に
照
準
し
た
階
段
と

い
う
設
備
の
み
を
備
え
る
の
で
は
な
く
、
社
会
が
さ
ま
ざ
ま
な
状
態
の
人
に
配
慮
す
べ
く
、
階
段
と
共
に
エ
レ

ベ
ー
タ
や
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
等
を
設
置
す
る
と
い
う
の
が
社
会
モ
デ
ル
の
考
え
方
で
あ
り
、
同
じ
よ
う
に
バ
リ

ア
フ
リ
ー
や
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
へ
の
支
持
を
表
明
す
る
と
し
て
も
、
そ
こ
へ
至
る
ロ
ジ
ッ
ク
が
ま
っ
た

く
異
な
る
の
で
す
［
倉
本 

二
〇
〇
二
：
二
八
二
～
二
八
三
］。

　

社
会
モ
デ
ル
に
つ
い
て
説
明
を
し
て
き
ま
し
た
が
、
さ
ら
に
こ
れ
に
対
す
る
批
判
も
出
て
き
て
い
ま
す
。
星
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加
良
司
は
、
社
会
モ
デ
ル
の
難
点
を
示
し
た
う
え
で
、「
不
利
益
の
集
中
」
と
い
う
位
相
に
注
目
し
、「
デ
ィ
ス

ア
ビ
リ
テ
ィ
」
を
「
不
利
益
が
特
有
な
形
式
で
個
人
に
集
中
的
に
経
験
さ
れ
る
現
象
」
と
し
て
捉
え
ま
す
［
星

加 
二
〇
〇
七
：
一
九
四
～
一
九
五
］。
も
う
少
し
つ
け
加
え
れ
ば
、
不
利
益
と
は
「
個
体
的
な
条
件
」、「
社
会

的
価
値
」、「
利
用
可
能
な
社
会
資
源
」、「
個
人
的
働
き
か
け
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

個
別
の
状
況
に
お
け
る
不
利
益
の
生
成
に
は
、
個
人
の
身
体
的
な
条
件
の
み
な
ら
ず
、
社
会
が
何
に
価
値
を
お

い
て
い
る
か
、
ど
の
ぐ
ら
い
の
資
源
が
利
用
可
能
で
あ
る
か
、
個
人
が
ど
れ
だ
け
の
努
力
や
負
担
を
行
う
か
ど

う
か
と
い
っ
た
こ
と
が
関
与
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ま
た
ロ
バ
ー
ト
・
マ
ク
ル
ー
ア
（Robert M

cRuer

）
は
、“im

pairm
ent”

と“
disability”

の
ほ
か
に
、

第
三
項
と
し
て
「
強
制
的
健
常
性
（com

pulsory able-bodiedness

）」
を
提
示
し
て
い
ま
す
［M

cRuer 
2006:2

」。
こ
れ
は
ク
イ
ア
理
論
に
お
け
る
「
強
制
的
異
性
愛
」
と
い
う
、
男
性
と
女
性
が
恋
愛
を
し
た
り
、
結

婚
す
る
こ
と
が
正
常
と
さ
れ
強
制
さ
れ
る
た
め
、
そ
こ
か
ら
「
逸
脱
」
す
る
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
生
み
出
さ

れ
る
状
況
を
示
す
概
念
に
倣
っ
た
も
の
で
す
。「
強
制
的
健
常
性
」
と
は
、
健
常
で
あ
る
こ
と
、
人
の
手
助
け
を

受
け
な
い
こ
と
が
正
常
と
さ
れ
、
健
常
の
身
体
を
持
つ
こ
と
が
強
制
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
を
示
し
て
い
ま

す
。
こ
の
強
制
的
健
常
性
こ
そ
が
障
害
を
算
出
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
ま
す
。

“im
pairm

ent”

と“disability”

の
境
界

　

日
本
で
は
二
〇
一
六
年
に
社
会
モ
デ
ル
的
な
考
え
方
を
取
り
入
れ
た
、「
障
害
者
差
別
解
消
法
」
が
制
定
さ
れ
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ま
し
た
。
も
と
も
と
国
連
の
「
障
害
者
権
利
条
約
」
を
批
准
し
、こ
れ
を
遵
守
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
、

日
本
で
は
非
常
に
大
き
な
出
来
事
で
し
た
。
こ
の
法
律
は
障
害
者
へ
の
差
別
を
禁
止
す
る
こ
と
、
ま
た
障
害
の

あ
る
人
に
対
し
て
、「
合
理
的
配
慮
（reasonable accom
m

odation

）」
―
―
訳
語
と
し
て
こ
れ
が
よ
い
か
は

疑
問
の
声
が
あ
り
ま
す
が
―
―
を
行
う
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。
大
学
で
い
え
ば
、
障
害
の
あ
る
学
生
が
入
学

し
て
き
た
ら
、
か
れ
ら
が
他
の
学
生
と
同
じ
よ
う
に
学
べ
る
よ
う
、
適
切
な
環
境
を
整
え
る
（
ト
イ
レ
を
整
備

し
た
り
、
段
差
を
な
く
し
た
り
、
文
字
通
訳
を
手
配
し
た
り
す
る
）
こ
と
を
い
い
ま
す
。
こ
の
合
理
的
配
慮
を

行
わ
な
い
こ
と
も
差
別
で
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。

　

ア
メ
リ
カ
で
は
同
様
の
法
律
「
Ａ
Ｄ
Ａ
（
障
害
に
よ
る
差
別
禁
止
を
定
め
た
障
害
の
あ
る
ア
メ
リ
カ
人
法
）」

が
、
障
害
者
権
利
条
約
が
定
め
ら
れ
る
ず
っ
と
以
前
、
一
九
九
〇
年
に
制
定
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
障
害
者
差
別

に
関
し
て
は
Ａ
Ｄ
Ａ
に
関
す
る
判
例
が
し
ば
し
ば
参
照
さ
れ
ま
す
。
こ
の
法
律
が
で
き
た
と
き
、
障
害
者
で
あ

る
こ
と
を
理
由
に
解
雇
し
た
り
雇
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
禁
止
す
る
な
ど
、
障
害
者
に
と
っ
て
大
き
な
救
い
に
な

る
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
ふ
た
を
開
け
て
み
る
と
現
実
は
非
常
に
厳
し
か
っ
た
の
で
す
。

　

有
名
な
判
例
の
一
つ
と
し
て
サ
ッ
ト
ン
対
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
航
空
判
例
が
あ
り
ま
す
［
榊
原 

二
〇
一
六
：

一
二
三
～
一
二
四
］。
カ
レ
ン
・
サ
ッ
ト
ン
と
キ
ン
バ
リ
ー
・
ヒ
ン
ト
ン
と
い
う
双
子
の
姉
妹
が
、
飛
行
機
操
縦

士
の
資
格
要
件
を
め
ぐ
っ
て
起
こ
し
た
訴
訟
で
す
。
姉
妹
は
い
ず
れ
も
強
度
近
視
で
、
良
い
方
の
目
の
裸
眼
視

力
は
○
・
一
以
下
で
し
た
が
、
眼
鏡
で
矯
正
す
る
と
一
・
〇
以
上
と
な
り
、
通
常
の
生
活
を
送
る
こ
と
が
可
能
で

し
た
。彼
女
ら
は
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
航
空
の
国
際
線
操
縦
士
の
職
に
応
募
し
ま
し
た
が
、視
力
要
件（
裸
眼
視
力
○
・
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二
以
上
）
を
満
た
し
て
お
ら
ず
、
不
採
用
と
な
り
ま
し
た
。
姉
妹
は
こ
の
件
を
障
害
者
差
別
で
あ
る
と
し
て
提

訴
し
ま
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
は
彼
女
ら
を
「
障
害
者
」
で
は
な
い
と
し
て
、
訴
え
を
退
け
ま
し
た
。

眼
鏡
で
矯
正
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
主
要
生
活
活
動
に
お
い
て
実
質
的
に
制
限
さ
れ
な
い
た
め
、「
障
害
者
」
で

は
な
い
と
さ
れ
た
の
で
す
。
同
様
の
ケ
ー
ス
は
他
に
も
あ
り
ま
す
。
共
通
す
る
の
は
、
原
告
が
障
害
者
差
別
の

枠
組
み
を
用
い
て
提
訴
し
、
判
決
に
お
い
て
「
損
傷
は
あ
る
が
障
害
者
で
は
な
い
」
と
さ
れ
た
こ
と
で
す
。

社
会
的
排
除
と
し
て
の“disability”

　

社
会
モ
デ
ル
を
前
提
と
し
た
Ａ
Ｄ
Ａ
が
あ
り
、
そ
こ
に
排
除
が
生
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
救
わ
れ
な
い

事
例
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
榊
原
は
社
会
モ
デ
ル
に
基
づ
い
た
障
害
者
差
別
禁
止
法
制
が
抱
え
る
構
造
的
な

問
題
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
障
害
者
差
別
禁
止
は
、
ま
ず
障
害
者
を
同
定
し
て
、
そ
の
人
び
と
に
対
す
る
差
別

を
禁
止
す
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
障
害
者
と
い
う
集
団
が
存
在
す
る
と
前
提
す
る
か
ぎ
り
、
そ

の
同
定
は
非
文
脈
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
不
採
用
と
い
っ
た
排
除
は
経
済
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て

生
じ
て
い
る
の
に
、
日
常
生
活
で
は
支
障
が
な
い
た
め
に
障
害
者
で
は
な
い
と
さ
れ
る
、
つ
ま
り
排
除
を
問
う

の
に
排
除
が
生
じ
て
い
る
文
脈
と
は
異
な
る
文
脈
を
重
視
す
る
の
は
奇
妙
で
あ
る
、
と
榊
原
は
い
い
ま
す
［
榊

原 

二
〇
一
六
：
一
二
八
］。

　

そ
し
て
榊
原
は
、障
害
自
体
が
一
種
の
社
会
的
排
除
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
主
張
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
「
ま

ず
排
除
が
あ
り
、
そ
こ
に
あ
る
種
の
帰
責
が
働
い
て
、
障
害
お
よ
び
損
傷
が
同
定
さ
れ
る
」
そ
し
て
、「
常
に
新
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た
な
排
除
と
新
た
な
観
察
に
お
い
て
損
傷
が
『
発
見
』
さ
れ
る
」［
榊
原 

二
〇
一
六
：
一
六
二
～
一
七
五
］
と

い
う
の
で
す
。
損
傷
が
あ
り
、
障
害
者
と
同
定
さ
れ
た
の
ち
に
排
除
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
私
た
ち
が
排
除
さ

れ
て
い
る
と
い
う
現
象
を
見
い
だ
し
た
と
き
に
、
そ
こ
に
は
じ
め
て
「
障
害
」
を
見
つ
け
だ
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
先
ほ
ど
の
例
で
い
え
ば
、
あ
る
人
が
階
段
上
の
フ
ロ
ア
か
ら
「
排
除
」
さ
れ
て
い
る
状
態
を
見
い

だ
し
、「
こ
の
人
の
足
に
は
『
障
害
』
が
あ
る
」
と
、
私
た
ち
の
側
が
発
見
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
障
害
は
あ
ら
か
じ
め
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
側
が
観
察
を
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
は
じ
め
て
発
見
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
個
人
に
は“im

pairm
ent”

が
あ
る
こ
と

で
の
身
体
的
な
痛
み
は
存
在
す
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
こ
と
自
体
の
経
験
は
軽
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま

す
。
た
と
え
ば
ジ
ェ
ニ
ー
・
モ
リ
ス
は
「
身
体
的
／
知
的
制
約
や
病
気
、
死
の
恐
怖
と
い
っ
た
個
人
的
経
験
」

を
軽
視
す
る
こ
と
に
対
し
、
警
鐘
を
な
ら
し
て
い
ま
す
［M

orris 1991:10

］。

ま
と
め
に
か
え
て　

～
「
障
害
」
は
「
か
れ
ら
」
の
問
題
で
あ
る
の
か
～

　

こ
こ
ま
で
、「
障
害
者
」
が
ど
の
よ
う
に
生
成
し
て
き
た
の
か
と
い
う
問
い
お
よ
び
「
障
害
」
が
ど
の
よ
う
に

同
定
さ
れ
て
き
た
の
か
に
関
す
る
議
論
を
ふ
り
か
え
る
こ
と
に
よ
り
、
障
害
と
障
害
で
な
い
も
の
、
障
害
者
と

い
う
人
と
障
害
者
で
な
い
人
と
の
境
界
に
つ
い
て
考
え
て
き
ま
し
た
。
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一
つ
め
の
問
い
に
対
し
て
は
、
自
立
を
前
提
と
す
る
近
代
市
民
社
会
が
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
と
し
て
、

例
外
と
し
て
障
害
者
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
つ
く
り
上
げ
て
き
た
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
「
障
害
者
は
特
定

の
層
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
が
立
て
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　

先
に
言
及
し
た
よ
う
に
、「
自
立
」
を
前
提
と
す
る
社
会
は
、
完
全
雇
用
を
前
提
と
し
て
い
ま
す
が
、
近
年

の
経
済
状
況
の
悪
化
に
よ
り
そ
れ
が
崩
壊
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
失
業
率
は
か
つ
て
と
比
べ
る
と
上
が
っ
て
お
り
、

一
方
で
、
若
年
層
は
派
遣
や
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
不
安
定
な
就
労
形
態
で
生
活
を
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ

て
き
て
い
ま
す
。
国
も
社
会
保
障
や
福
祉
に
十
分
な
予
算
を
割
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
高
齢
者
の
な
か
に
は

無
年
金
の
人
、年
金
を
受
給
し
て
い
て
も
十
分
に
「
自
立
」
し
得
な
い
人
が
出
現
す
る
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
。

た
だ
、
近
代
市
民
社
会
の
「
自
立
」
を
基
礎
と
し
た
制
度
自
体
は
残
っ
て
お
り
、
日
本
で
は
私
的
扶
養
に
頼
る

考
え
方
も
根
強
く
あ
り
ま
す
が
、
弱
体
化
し
て
い
る
現
状
が
あ
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
結
婚
し
な
い
人
が
増
え
て

い
ま
す
し
、
ひ
と
り
親
世
帯
も
増
え
て
い
ま
す
。
不
安
定
就
労
の
も
と
で
、
親
族
を
扶
養
す
る
こ
と
が
難
し
い

人
も
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
国
家
の
政
策
に
よ
っ
て
救
わ
れ
な
い
層
は
、
必
ず
し
も
例
外
で
は
な
く
な
っ
て

き
ま
す
。
例
外
と
し
て
の
「
第
三
層
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
障
害
の
あ
る
人
だ
け
で
は
な
く
な
っ
て
き

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
も
そ
も
「
自
立
」
を
前
提
と

し
た
社
会
か
ら
の
解
放
と
い
う
こ
と
で
す
。
方
向
性
は
い
く
つ
か
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
紙
幅
の

都
合
上
詳
し
く
触
れ
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
た
だ
あ
ら
た
め
て
、
一
人
の
人
間
と
し
て
ど
の
よ
う
な
支
援
・
援

助
が
必
要
と
さ
れ
る
の
か
を
問
い
直
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
の
み
、
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
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す
。

　

よ
り
重
要
な
の
は
、
二
つ
め
の
問
い
に
関
す
る
こ
と
で
す
。
障
害
は
、
私
た
ち
の
側
が
障
害
を
発
見
す
る
か

ら
こ
そ
、
そ
こ
に
立
ち
現
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
「
障
害
者
は
不
幸
で
あ
る
」
と

い
う
ま
な
ざ
し
も
、
同
じ
よ
う
に
、
私
た
ち
の
社
会
や
私
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま

す
。
障
害
は
往
々
に
し
て
「
ど
こ
か
に
手
／
足
が
悪
い
人
／
車
い
す
の
人
が
い
る
」
と
い
う
よ
う
な
、「
他
」
の

も
の
と
し
て
お
か
れ
が
ち
で
す
が
、
そ
う
で
は
な
く
、「
あ
な
た
」
と
「
わ
た
し
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
問
題
を
転

換
し
て
い
く
こ
と
、そ
し
て
、社
会
に
お
け
る
包
摂
（inclusion

）
を
軸
に
し
て
、あ
ら
た
め
て
「
あ
な
た
」
と
「
わ

た
し
」
の
問
題
と
し
て
捉
え
返
し
て
い
く
こ
と
が
、
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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