
昨年10月、岸和田障害者共同作業所（社会福祉法人いずみ野福祉会）が南海岸和田駅高架下
に開店した「かれー屋さん」。織田作之助の小説にも登場する大阪難波自由軒の味を受け継ぎ、
「ぼっかけカレー」（680円）などが人気です。知的障害やてんかんのある仲間6人と職員5人が
朝10時から夜8時まで（営業は11～7時）ローテーションを組んで働いています。
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てきぱきと開店準備や厨房作業、接客などをします。仲間のうち５人は未認可作業所で牛乳パ
ックのリサイクル作業などをしていました。新たに就労移行支援事業として開所することにな
ったこの店で働くため、同じ法人のパン屋で接客などの研修を受けましたが、最初は緊張の連
続。今は「忙しいけど楽しい」「お給料がいっぱいもらえる」とやりがいを感じています。



仲間のうち５人は月給３万円。利用料は月1500円、給食費は1食330円です。「給料をいくらほ
しいかとか、今月の目標や将来の夢などをノートに書いてもらうことで、働く意欲も向上しま
した」と石

いし

本
もと

将
まさ

士
し

店長。仲間の働く場を守るためにも、売上げ向上は重要な課題です。一般の
飲食店との競争のなか、どうすれば売上げが伸びるか、職員も仲間も頭を悩ませています。



就労移行支援事業の利用期間は２年です。開業当初からいる５人は、来年７月末までに一般就
労か作業所へ戻るかなど、進路を決めなければなりません。次にここへ来る人たちもいます。
いずみ野福祉会は、来春をめどに障害者の新たな働く場『ワークショップきしわだ』をつくる
ことになりました。荒波に抗い、大きな飛躍をめざしています。 （写真・文　中島悦子）
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育つ風景 「戦場に行かされた人たち」 清水　玲子 58
福祉公務労働はいま
主体者形成も自治体労働者の仕事 塩見　信彦 60
落合健二のニュース私考
冤罪報道を生んだメディアの責任 落合　健二 62

映画案内 『ブタがいた教室』 吉村　英夫 64
女性相談支援の現場から 教育プログラムの開始 堀　　琴美 66
海外社会保障事情
オーストラリアの配食サービスとナーシングホーム 下澤　耕平 68
私の研究ノート
救護施設は、社会政策の矛盾をうつしだす鏡 松木　宏史 70

ホームレスから日本を見れば　似て非なる「野宿者」 ありむら潜 72
花咲け！男やもめ 川口モトコ 74
バリアフリーな社会をめざして
ともに学び合うための支援活動 山田　洸平 75

今月の本棚　31／みんなのポスト　40／ことばで遊ぼう！　73／福祉の動き 76
●グラビア●　大阪・岸和田「かれー屋さん」の仲間たち

●表紙の作品●
神門やすこ

●カット●
川本　浩・田上明子



私
た
ち
「
ガ
テ
ン
系
連
帯
」
は
、
製
造
工
場
で
働
く
非
正
社
員
―
―
派
遣
・
期
間
工
・
請
負
・

パ
ー
ト
な
ど
の
権
利
向
上
を
め
ざ
し
て
発
足
し
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
で
す
。
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
、
日

野
自
動
車
で
働
く
派
遣
社
員
が
細
切
れ
雇
用
、
低
賃
金
な
ど
の
労
働
条
件
改
善
を
求
め
て
立
ち
上

げ
ま
し
た
。
私
も
そ
の
一
人
で
し
た
。

時
給
一
〇
〇
〇
円
前
後
の
低
賃
金
（
年
収
二
〇
〇
万
円
程
度
、
正
社
員
の
お
よ
そ
半
分
）
に
、
三
〜

六
か
月
程
度
の
細
切
れ
契
約
。
任
さ
れ
る
仕
事
は
、
熟
練
を
要
さ
な
い
単
純
な
仕
事
ば
か
り
で
す
。

数
か
月
先
の
将
来
も
見
え
な
い
な
か
、
い
つ
ま
で
も
「
一
年
生
と
し
て
」
ず
っ
と
働
く
こ
と
は
と

て
も
辛
い
も
の
で
す
。

労
災
に
な
っ
た
り
、
風
邪
を
ひ
い
て
休
ん
だ
り
す
れ
ば
、
数
か
月
後
の
雇
用
契
約
の
更
新
は
あ

り
ま
せ
ん
。
派
遣
先
メ
ー
カ
ー
に
と
っ
て
労
災
を
「
起
こ
す
」
よ
う
な
労
働
者
は
都
合
が
悪
い
か

ら
で
す
。
だ
か
ら
私
た
ち
は
少
し
く
ら
い
の
ケ
ガ
や
病
気
で
も
無
理
を
し
て
仕
事
に
出
ま
す
。
そ

う
で
な
く
と
も
派
遣
先
メ
ー
カ
ー
が
減
産
と
な
れ
ば
、
簡
単
に
使
い
捨
て
に
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

私
の
い
た
日
野
自
動
車
の
職
場
で
も
、
そ
う
し
て
工
場
を
去
っ
て
い
っ
た
仲
間
が
た
く
さ
ん
い

ま
し
た
。
こ
の
状
況
を
変
え
て
や
ろ
う
じ
ゃ
な
い
か
！
　
と
派
遣
会
社
の
寮
で
仲
間
と
話
し
合
い
、

つ
い
に
は
ガ
テ
ン
系
連
帯
の
結
成
に
ま
で
至
っ
た
の
で
す
。

あ
れ
か
ら
も
う
す
ぐ
二
年
が
経
と
う
と
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
が
ガ
テ
ン
系
連
帯
を
立
ち
上
げ

た
当
初
は
労
働
組
合
と
い
う
も
の
は
ま
だ
ま
だ
馴
染
み
の
薄
い
も
の
で
し
た
が
、
状
況
は
大
き
く

変
わ
り
ま
し
た
。
ガ
テ
ン
系
連
帯
以
外
で
も
、
各
地
の
職
場
で
派
遣
社
員
が
立
ち
上
が
り
、
ユ
ニ

オ
ン
が
社
会
の
表
舞
台
に
出
始
め
た
か
ら
で
す
。
そ
し
て
世
間
の
雰
囲
気
は
大
き
く
変
化
し
、
つ

い
に
は
派
遣
労
働
の
規
制
緩
和
を
め
ざ
し
て
い
た
与
党
も
、
派
遣
法
規
制
へ
と
一
八
〇
度
方
向
転

換
し
た
の
で
す
。

こ
う
し
た
社
会
的
な
後
押
し
を
受
け
な
が
ら
行
動
を
重
ね
た
結
果
、
ガ
テ
ン
系
連
帯
で
も
多
く
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現場の声が流れを変えた
「ガテン系連帯」

共同代表 池田　一慶さん



の
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

日
野
自
動
車
で
は
、
時
給
一
〇
〇
円
ア
ッ
プ
、
連
休
手
当
三
万
円
の
支
給
（
時
給
制
に
よ
る
長
期

休
暇
分
の
減
収
を
補
填
す
る
た
め
の
手
当
）、
寮
費
の
値
下
げ
、
な
ど
の
成
果
が
あ
が
り
ま
し
た
。
派

遣
社
員
で
も
、
み
ん
な
で
団
結
す
れ
ば
や
れ
る
ん
だ
、
そ
ん
な
こ
と
を
証
明
し
て
見
せ
る
こ
と
が

で
き
た
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
い
ま
不
況
の
時
代
が
き
ま
し
た
。
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
の
破
た
ん
の
影
響
で
原

油
・
原
料
が
高
騰
し
、
自
動
車
を
中
心
に
製
造
業
は
大
規
模
な
生
産
減
を
強
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

秋
葉
原
事
件
の
容
疑
者
が
勤
め
て
い
た
ト
ヨ
タ
の
子
会
社
・
関
東
自
動
車
が
、
こ
う
し
た
減
産
に

伴
い
派
遣
社
員
の
お
よ
そ
二
〇
〇
名
削
減
を
行
お
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
そ
の
一
か
月
後
の
七
月
八
月
に
も
ト
ヨ
タ
九
州
で
八
〇
〇
人
の
派
遣
社
員
が
削
減
さ

れ
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
の
リ
ー
マ
ン
社
も
破
た
ん
し
、
こ
れ
か
ら
製
造
業
全
般
で
相
当
数
の
派
遣

社
員
が
あ
ぶ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
今
年
八
月
に
は
こ
う
し
た
減
産
に
よ
る
契
約
う
ち
切
り
に
対
抗
す
べ
く
、
ガ
テ
ン
系

連
帯
の
支
援
の
も
と
、
ボ
ッ
シ
ュ
と
い
う
自
動
車
部
品
会
社
で
組
合
が
結
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
か
ら
ユ
ニ
オ
ン
の
力
量
が
試
さ
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

ま
た
総
選
挙
が
や
っ
て
来
ま
す
が
、
派
遣
法
改
正
の
議
論
は
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に

し
て
も
規
制
強
化
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
じ
つ
は
九
月
に
出
さ
れ
た

厚
労
省
労
働
政
策
審
議
会
の
案
は
、
巧
み
に
規
制
緩
和
を
め
ざ
す
も
の
で
す
（
日
雇
い
派
遣
の
事

実
上
の
承
認
、
事
前
面
接
の
解
禁
な
ど
）。
私
た
ち
は
こ
う
し
た
動
き
を
許
さ
ず
、
労
働
者
に
と
っ

て
本
当
に
意
味
の
あ
る
派
遣
法
改
正
を
つ
く
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
が
正
念
場
で
す
。
み
な
さ
ん
の
ご
協
力
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

いけだ　いっけい
大学卒業後、日野自動車で派遣社員として働く。2006年には製
造現場などで働く非正規労働者のためのNPO法人「ガテン系
連帯」http://www.gatenkeirentai.net/index.htmlを設立し、
2007年には日研総業ユニオンなど、加盟する多くのユニオンが
労働条件の改善を勝ち取る。詳しくは『偽装雇用―立ち上がる
ガテン系連帯』（大谷拓朗著、旬報社）。今回の秋葉原事件に関
しても、派遣先であった関東自動車への申し入れを行った。

福祉のひろば 08―117
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小
さ
な
政
府
と
規
制
緩
和

私
の
研
究
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、交
通
運
輸
、

従
い
、
少
し
整
理
し
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
（
渡
辺
治
、
二
宮
厚
美
な
ど
の
著
書
参
照
）。

ま
ず
国
内
外
の
動
き
を
と
ら
え
る
と
、

い
わ
ゆ
る
国
際
競
争
が
進
む
な
か
、
多
国

籍
企
業
に
と
っ
て
今
の
日
本
社
会
・
経
済

の
構
造
が
足
か
せ
、
負
担
に
な
っ
て
い
ま

す
。
企
業
の
負
担
を
軽
減
し
、
政
府
も
自

ら
が
行
う
べ
き
こ
と
を
限
定
す
る
た
め

に
、
福
祉
や
教
育
な
ど
に
か
け
る
予
算
が

削
減
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。

あ
わ
せ
て
、
企
業
が
経
済
活
動
を
進
め
て

建
設
、
介
護
労
働
な
ど
で
す
。
労
働
現
場

の
実
態
報
告
を
す
る
前
に
、
い
ま
な
ぜ
わ

が
国
の
労
働
現
場
は
総
じ
て
厳
し
い
状
況

に
あ
る
の
か
、
構
造
改
革
の
批
判
研
究
に

今日の貧困と社会福祉の方向　特 集

今
日
の
貧
困
と
社
会
福
祉
の
方
向

―
―
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ミ
ニ
マ
ム
の
再
構
築
に
向
け
て
―
―

貧
困
、
格
差
の
拡
が
り
の
な
か
で
、
国
民
の
命
、
健
康
、
労
働
が
お
び
や
か
さ
れ
て
い
る
現
実
と
、「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ミ

ニ
マ
ム
」
を
構
築
す
る
こ
れ
か
ら
の
社
会
福
祉
の
方
向
を
、
第
一
四
回
社
会
福
祉
研
究
交
流
集
会
（
北
海
道
札
幌
学
院
大

学
・
八
月
三
〇
、
三
一
日
）
で
展
望
し
ま
し
た
。

特　集
い
ま
労
働
の
現
場
で

何
が
起
こ
っ
て
い
る
か

川
村
か
わ
む
ら

雅
則
ま
さ
の
り

（
北
海
学
園
大
学
経
済
学
部
）
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い
く
う
え
で
、
経
済
的
、
社
会
的
規
制
は

邪
魔
だ
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
緩
和
、
撤

廃
が
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

所
得
再
分
配
構
造
の
転
換

構
造
改
革
に
よ
っ
て
、
所
得
の
再
分
配

構
造
は
大
き
く
転
換
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
つ
は
、
労
資
間
に
お
い
て
で
す
。
資

本
の
側
に
利
益
が
吸
い
上
げ
ら
れ
、
働
く

側
に
は
所
得
が
回
っ
て
こ
な
い
。こ
の
間
、

指
摘
さ
れ
て
い
る
労
働
分
配
率
の
問
題
で

す
。
あ
わ
せ
て
、
累
進
税
制
で
所
得
に
応

じ
て
税
金
を
徴
収
す
る
と
い
う
構
造
も
崩

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
む
し
ろ
、
低
所
得
者

か
ら
も
高
い
税
・
保
険
料
を
徴
収
す
る
よ

う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
垂
直
的
な
所

得
の
再
分
配
で
は
な
く
、
水
平
的
な
所
得

の
再
分
配
に
な
っ
て
い
ま
す
。

二
つ
は
、
地
域
間
に
お
け
る
所
得
の
再

労
働
現
場
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か

交
通
運
輸
や
建
設
は
省
き
、
介
護
労
働

の
実
態
を
報
告
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
今

年
行
っ
た
調
査
で
回
答
が
得
ら
れ
た
、
特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
で
働
く
六
四
九
名

の
介
護
労
働
者
の
う
ち
、
介
護
職
五
三
七

名
の
労
働
・
生
活
の
実
態
で
す
。
回
答
者

の
八
割
が
女
性
で
、
三
分
の
一
は
三
〇
歳

未
満
で
す
。

特
徴
の
第
一
は
、
や
は
り
低
賃
金
の
問

題
で
す
。
二
〇
〇
八
年
六
月
の
賃
金
総
支

給
額
（
税
込
み
、
ボ
ー
ナ
ス
等
は
除
く
）
で
、

「
二
〇
万
円
未
満
」
が
全
体
の
八
割
に
の

ぼ
り
ま
し
た
。
二
〇
〇
七
年
の
年
収
（
税

込
み
、
ボ
ー
ナ
ス
等
を
含
む
）
で
は
、
全

体
の
七
四
・
二
％
、「
二
〇
〇
万
円
未
満
」

が
三
五
・
三
％
で
す
。

特
徴
の
第
二
は
、
仕
事
の
し
ん
ど
さ
で

分
配
構
造
の
転
換
で
す
。
三
位
一
体
改
革

で
地
方
交
付
税
や
補
助
金
の
カ
ッ
ト
が
続

い
て
い
ま
す
。
あ
わ
せ
て
行
わ
れ
る
は
ず

だ
っ
た
税
源
移
譲
は
進
ん
で
お
ら
ず
、
地

方
は
大
変
厳
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

三
つ
は
、
産
業
間
に
お
け
る
所
得
の
再

分
配
で
す
。
こ
れ
ま
で
規
制
が
課
せ
ら
れ

て
、
一
定
の
利
益
が
上
げ
ら
れ
る
よ
う
保

護
さ
れ
て
き
た
産
業
か
ら
、
規
制
が
取
っ

払
わ
れ
、
破
壊
的
な
競
争
が
生
じ
て
い
ま

す
。
ま
た
成
長
産
業
に
負
担
を
か
け
て
は

い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
語
弊
の
あ
る

言
い
方
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
斜
陽
産
業

へ
の
目
配
り
も
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

前
段
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
い
ま
の

日
本
で
進
ん
で
い
る
こ
う
し
た
改
革
の
問

題
を
と
ら
え
な
い
と
、
私
た
ち
の
進
む
べ

き
方
向
も
明
ら
か
に
な
ら
な
い
と
思
い
ま

す
。
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す
。
施
設
で
の
介
護
で
す
か
ら
、
当
然
、

二
四
時
間
体
制
で
深
夜
勤
も
あ
り
ま
す
。

月
に
四
回
も
五
回
も
深
夜
勤
務
に
従
事
し

て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
も
先
ほ
ど
の

よ
う
な
賃
金
水
準
な
わ
け
で
す
。
ぎ
り
ぎ

り
の
人
員
配
置
で
す
か
ら
、
有
給
休
暇
も

取
れ
な
い
、
と
い
う
訴
え
が
多
く
み
ら
れ

ま
し
た
。
労
働
時
間
だ
け
み
れ
ば
、
い
ま

問
題
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
超
長
時
間
労

働
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、

時
間
に
追
わ
れ
る
よ
う
に
、
し
か
も
利
用

者
の
安
全
等
に
気
を
遣
い
な
が
ら
の
仕
事

で
、
心
身
と
も
に
ぐ
っ
た
り
し
て
い
る
状

況
が
う
か
が
え
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
献
身
的
、

犠
牲
的
な
働
き
方
も
限
界
に
き
て
い
ま

す
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
、
こ
の
一
か
月

に
「
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
」
を
感
じ
た
こ
と
が

「
あ
る
」
と
答
え
た
の
は
全
体
の
六
〇
・

〇
％
で
す
。
そ
し
て
、
忙
し
さ
の
な
か
で

は
、負
担
と
給
付
が
リ
ン
ク
さ
れ
て
い
て
、

介
護
労
働
者
の
労
働
条
件
の
改
善
の
た
め

に
介
護
報
酬
単
価
を
上
げ
よ
う
と
す
れ

ば
、
保
険
料
を
上
げ
ざ
る
を
得
な
い
、
と

い
う
主
張
が
持
ち
出
さ
れ
ま
す
。
制
度
の

改
善
な
く
し
て
、
労
働
条
件
だ
け
を
改
善

す
る
こ
と
は
不
可
能
と
い
え
ま
す
。
そ
の

こ
と
は
、
施
設
側
に
対
し
て
行
っ
た
調
査

で
も
主
張
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
す
。

い
ま
、
介
護
現
場
の
労
働
条
件
の
改
善

を
図
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
こ
そ
、
こ

の
国
の
カ
タ
チ
、
進
む
方
向
を
改
善
す
る

こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
変
質
さ
せ
ら
れ
た

社
会
保
障
を
労
使
の
共
同
で
変
え
て
い
く

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

な
お
今
回
の
調
査
の
結
果
に
つ
き
ま
し

て
は
、
私
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て

お
り
ま
す
の
で
ご
笑
覧
く
だ
さ
い
。
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利
用
者
に
「
つ
い
憎
し
み
を
感
じ
る
」
が

六
〇
・
八
％
、「
つ
い
強
い
口
調
で
の
対

応
が
あ
る
」
が
七
六
・
九
％
、「
つ
い
こ
づ

く
こ
と
が
あ
る
」
が
一
一
・
四
％
と
な
っ

て
い
ま
す
。
利
用
者
の
人
権
こ
そ
ず
い
ぶ

ん
社
会
的
に
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
ま
し
た
が
、
介
護
職
が
、
認
知
症
の
利

用
者
か
ら
叩
か
れ
た
り
引
っ
掻
か
れ
た
り

し
な
が
ら
も
、
じ
っ
と
我
慢
し
て
働
い
て

い
る
こ
と
は
そ
う
知
ら
れ
て
は
い
な
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
っ
と
社
会
で

共
有
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
実
で
す
。

労
働
・
社
会
保
障
制
度
の
再
構
築
を

介
護
保
険
制
度
の
創
設
は
、
た
し
か
に

介
護
地
獄
で
悩
む
人
々
の
期
待
に
あ
る
程

度
、
応
え
る
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
財
源
的
に
も
公

的
責
任
が
大
き
く
後
退
し
た
こ
の
制
度
で
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