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くぼ・しゅういち
1965年生まれ。東京都出身。慶應義
塾大学法学部政治学科中退。日本で
初めての障害者のための労働組合

「ソーシャルハートフルユニオン」書記
長。NHKの福祉情報番組「ハートネッ
トTV」の「障害者雇用」のレギュラー
コメンテーターとして活躍。NHK福
祉情報サイト「ハートネット」で「久保
修一の『障害者雇用』スパルタ塾」を
掲載中。著書に『本書を読まずに障
害者を雇用してはいけません!』（労働
新聞社）、『職場にいるメンタル疾患
者・発達障害者と上手に付き合う方
法』（日本法令）などがある。

　
厚
生
労
働
省
が
障
害
者
の
法
定
雇
用
率

を
段
階
的
に
引
き
上
げ
る
こ
と
を
発
表
す

る
一
方
で
、精
神
障
害
者
数
は
急
増
し
て
い

ま
す
。
そ
の
現
状
を
考
え
る
と
、今
後
、障

害
者
雇
用
を
す
る
対
象
は
精
神
障
害
者
だ

と
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、就
労

に
関
す
る
ル
ー
ル
の
運
用
に
つ
い
て
は
、精

神
障
害
者
へ
の
対
応
の
難
し
さ
が
際
立
っ

て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、筆
者
の
経
験
に
基
づ

い
て
、就
労
現
場
に
お
け
る
ル
ー
ル
運
用
の

ポ
イ
ン
ト
を
紹
介
し
ま
す
。

働
く
障
害
者
の
活
躍
と	

合
理
的
配
慮

障
害
の
あ
る
職
員
の
活
躍
推
進
に
向

け
た
基
本
的
考
え
方

◦
障
害
の
あ
る
職
員
が
円
滑
に
職
場

に
馴
染
み
、
働
き
が
い
を
持
っ
て

日
々
を
過
ご
し
、
持
て
る
能
力
を

最
大
限
に
発
揮
し
な
が
ら
、
生
き

生
き
と
働
く
こ
と
の
で
き
る
職
場

と
す
る
。

出
所
：「
厚
生
労
働
省 

障
害
者
活
躍
推
進
計
画
」よ

り
一
部
抜
粋（
計
画
期
間
：
令
和
5
年
4
月
1
日
か

ら
令
和
10
年
3
月
31
日
）

　

厚
生
労
働
省
が
自
省
の
取
り
組
み
と

し
て
示
し
た
こ
の
考
え
方
は
、障
害
者
雇

用
全
般
に
通
じ
る
考
え
方
に
な
り
ま
す
。

こ
の
計
画
が
策
定
さ
れ
た
背
景
に
は
、公

共
部
門
に
お
け
る「
障
害
者
雇
用
水
増
し

問
題
」「
障
害
者
雇
用
代
行
ビ
ジ
ネ
ス
」へ

の
社
会
的
批
判
、雇
用
率
重
視
で
は
な
く

キ
ャ
リ
ア
形
成
や
働
き
が
い
と
い
っ
た

「
量
か
ら
質
へ
」の
変
換
が
あ
る
の
で
し
ょ

う
。

　
本
計
画
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る「
ワ
ー
ク・

エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
」の
目
標
に
は
、
障

害
の
あ
る
職
員
が「
仕
事
を
し
て
い
る
と

活
力
が
み
な
ぎ
る
よ
う
に
感
じ
る
」「
自
分

の
仕
事
に
誇
り
を
感
じ
る
」と
答
え
る
か

に
つ
い
て
数
値
目
標
が
設
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
雇
い
入
れ
た
障
害
者
が
そ
う
感
じ
る

職
場
づ
く
り
の
た
め
に
は
、ど
の
よ
う
な

計
画
を
立
て
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

ま
ず
、健
常
者
職
員
の
す
べ
て
が
そ
う
感

じ
て
い
る
職
場
で
な
い
と
実
現
不
可
能
に

思
え
ま
す
。
特
に
精
神
障
害
が
あ
る
と
、

体
調
が
変
わ
り
や
す
く
、ち
ょ
っ
と
し
た

理
由
で
休
み
が
ち
で
す
の
で
、責
任
感
の

あ
る
業
務
に
な
か
な
か
就
け
な
い
の
が
実

情
で
す
。

　
民
間
で
も
同
様
の
法
改
正
が
あ
り
、令

和
５
年
４
月
か
ら
障
害
者
で
あ
る
労
働
者

の「
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
に
関
す

る
措
置
を
行
う
こ
と
」が
事
業
主
の
責
務

と
し
て
障
害
者
雇
用
促
進
法
に
明
記
さ
れ

ま
し
た
。
ま
た
、「
事
業
主
の
皆
様
へ
」と

い
う
民
間
企
業
向
け
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
に

は
、職
業
能
力
の
開
発
・
向
上
面
で
の「
望

ま
し
い
取
組
の
ポ
イ
ン
ト
」の
一
つ
と
し

て
、次
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。

　
企
業
の
ニ
ー
ズ
は
も
と
よ
り
、
一

人
ひ
と
り
の
希
望
等
を
踏
ま
え
つ

つ
、
自
社
の
事
業
活
動
に
貢
献
し
て

い
る
と
い
う
誇
り
や
自
信
を
感
じ
る

こ
と
が
で
き
る
業
務
に
携
わ
る
人
材

を
育
成
し
て
い
く
と
い
っ
た
視
点
が

必
要
で
す
。

　
つ
ま
り
、
民
間
企
業
で
も
、
障
害
者
が

「
誇
り
や
自
信
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る

業
務
」
を
担
わ
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と

で
す
。

　
こ
れ
に
対
し
、障
害
者
の
働
き
や
す
さ

ば
か
り
に
偏
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

感
じ
る
人
も
少
な
く
な
い
で
し
ょ
う
。
上

司
や
同
僚
ら
に
無
理
を
強
い
、障
害
者
が

活
躍
す
る
た
め
の
職
場
づ
く
り
を
と
考
え

て
し
ま
う
と
、い
ず
れ
そ
の
職
場
は
破
た

ん
し
ま
す
。
筆
者
が
接
す
る
民
間
企
業
人

事
担
当
者
の
多
く
も
、「
障
害
の
あ
る
人



地方公務員 安全と健康 フォーラム 2023.12

慮
」は
存
在
し
な
い
の
で
す
。

　

ま
た
、
精
神
障
害
の
あ
る
職
員
に
は
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
配
慮
を

求
め
ら
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
く
な
り
ま
す
。

こ
の
場
合
、
周
囲（
同
僚
、
上
司
）へ
の
安

全
配
慮
義
務
を
怠
ら
な
い
必
要
が
あ
り
ま

す
。
た
と
え
ば
、
毎
日
同
じ
内
容
の
質
問

が
延
々
と
数
時
間
に
わ
た
っ
て
続
き
、自

分
の
業
務
に
差
し
障
り
が
生
じ
て
し
ま

う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
本
人
が
納
得
す
る

ま
で
話
に
付
き
合
う
の
が
合
理
的
配
慮
だ

と
考
え
て
無
理
を
し
、
そ
の
結
果
、
自
身

の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
不
調
を
招
く
。
こ
の

よ
う
な
事
例
が
多
い
の
で
す
。
し
か
し
、

こ
れ
は
合
理
的
配
慮
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

職
場
で
は
周
囲
の
職
員
の
精
神
的
な
健
康

面
に
も
気
遣
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
同
様
の
状
況
に
苦
慮
し
、筆
者
に
相
談

し
た
上
場
企
業
の
人
事
部
長
が
い
ま
す
。

そ
の
方
は
、筆
者
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
参
考

に
、精
神
障
害
の
あ
る
社
員
へ
の
具
体
的

な
対
処
法
と
し
て
本
人
に
次
の
よ
う
な
文

書（
一
部
抜
粋
）を
手
渡
し
ま
し
た
。

「
業
務
に
関
す
る
改
善
に
つ
い
て
」

　
私
が
人
事
部
に
異
動
し
て
１
年
あ

ま
り
が
経
過
し
ま
し
た
が
、部
長
と

し
て
人
事
部
の
円
滑
な
運
営
に
向
け

て
必
要
な
改
善
を
図
り
た
い
の
で
、

程
を
調
整
し
て
ご
連
絡
し
ま
す
。
面

談
は
30
分
程
度
を
目
安
に
し
ま
す
。

◦
業
務
時
間
外
に
電
話
や
メ
ー
ル
で

課
長
に
相
談
す
る
こ
と
を
し
な
い
で

く
だ
さ
い
。（
緊
急
の
連
絡
は
除
き

ま
す
）

【
理
由
】Ａ
さ
ん
と
課
長
が
、時
に
は

早
朝
か
ら
２
時
間
前
後
に
及
ぶ
長
時

間
の
打
合
せ
を
何
回
も
行
っ
て
い
る

の
を
見
て
い
ま
す
。
課
長
が
業
務
に

使
う
時
間
を
相
当
程
度
削
ら
れ
て
い

て
、私
と
し
て
も
課
長
と
打
合
せ
や

相
談
を
し
た
い
時
に
不
都
合
を
感
じ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
Ａ
さ
ん
が
業

務
を
進
め
る
上
で
必
要
な
相
談
を
し

て
い
る
こ
と
は
理
解
し
て
い
る
つ
も

り
で
す
が
、そ
れ
に
し
て
も
会
社
と

し
て
生
産
性
向
上
を
目
指
す
中
で
こ

れ
ま
で
の
よ
う
な
長
時
間
の
相
談

は
、相
談
を
受
け
る
人
の
作
業
効
率

を
下
げ
る
と
と
も
に
精
神
的
に
も
負

担
が
生
じ
て
き
て
し
ま
い
ま
す
。
今

後
は
、合
理
的
配
慮
を
伴
う
対
応
に

「
時
間
の
制
限
」を
伴
う
と
理
解
し
て

く
だ
さ
い
。

◦
安
全
配
慮
義
務（
就
業
規
則
第
○

条
）に
つ
い
て

　
体
調
不
良
と
な
っ
た
と
き
は
、従
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に
任
せ
る
業
務
を
見
出
せ
な
い
」こ
と
に

悩
ん
で
い
ま
す
。
現
場
状
況
と
乖
離
し
た

「
望
ま
し
い
取
組
」に
沿
お
う
と
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
、現
場
は
疲
弊
し
て
し
ま
い
ま
す
。

さ
ら
に
合
理
的
配
慮
も
求
め
ら
れ
ま
す
か

ら
、障
害
者
の
わ
が
ま
ま
で
は
な
い
か
と

感
じ
る
よ
う
な
要
求
も
、「
活
躍
の
た
め

の
合
理
的
配
慮
だ
か
ら
対
応
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
」と
思
い
悩
ん
で
し
ま
う

人
が
多
く
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
葛
藤
を
解
消
す
る
た
め
に

は
、「
障
害
者
が
活
躍
で
き
る
職
場
」で
は

な
く「
障
害
者
も
活
躍
で
き
る
職
場
」を
つ

く
ろ
う
と
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

「
合
理
的
配
慮
」の
呪
縛
か
ら	

逃
れ
る
た
め
に
は

　
合
理
的
配
慮
の
範
囲
に
つ
い
て
悩
ん
で

い
る
関
係
者
に
は
、「
合
理
的
配
慮
」と
い

う
言
葉
を「
無
駄
が
な
く
理
に
か
な
っ
て

い
る
配
慮
」と
置
き
換
え
て
考
え
て
み
る

こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。
す
る
と
、「
働

き
が
い
」「
誇
り
」と
い
う
言
葉
や
概
念
が

介
入
す
る
余
地
が
な
く
な
り
ま
す
。
無
駄

な
く
理
に
か
な
っ
た
配
慮
を
提
供
す
る
こ

と
で
障
害
者
の
安
定
的
な
就
労
に
つ
な
が

り
、
そ
の
結
果
、
本
人
が
働
き
が
い
や
誇

り
を
感
じ
る
。
こ
れ
が
本
来
の
姿
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。「
障
害
者
の
み
に
働
き

が
い
や
誇
り
を
持
っ
て
も
ら
う
た
め
の
配

Ａ
さ
ん
に
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
、

ご
理
解
と
遵
守
を
お
願
い
し
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、業
務
の
円
滑
な
運
営
に

は
、
Ａ
さ
ん
に
今
後
も
長
く
一
緒
に

仕
事
を
し
て
頂
く
こ
と
を
含
み
ま

す
。（
こ
れ
は
就
業
規
則
第
○
条
の

上
長
の
指
示
に
あ
た
り
ま
す
）

◦
業
務
に
関
す
る
上
長
等
へ
の
相
談

に
つ
い
て

　
Ａ
さ
ん
が
、課
長
に
仕
事
の
具
体

的
な
相
談
を
す
る
際
は
、
１
回
当
た

り「
５
分
程
度
」を
限
度
と
し
て
く
だ

さ
い
。
相
談
に
あ
た
り
、そ
の
時
間

内
で
収
ま
る
よ
う
相
談
内
容
を
ま
と

め
て
か
ら
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
た

だ
し
内
容
的
に
５
分
以
上
か
か
る
と

判
断
し
た
と
き
は
、適
切
な
範
囲
で

延
長
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
。
相
談

回
数
に
つ
い
て
制
限
す
る
こ
と
は
し

ま
せ
ん
が
、合
理
的
範
囲
で
判
断
し

ま
す
。

◦
担
当
業
務
に
関
す
る
相
談
事
や
、

人
間
関
係
を
含
む
職
場
環
境
に
関
し

て
の
全
般
的
な
相
談
事
は
、月
に
１

回
、日
時
を
定
め
て
相
談
の
時
間
を

設
け
ま
す
。
月
末
を
目
途
に
部
長
・

課
長
宛
に
メ
ー
ル
で
相
談
し
た
い
内

容
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
面
談
の
日
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業
員
と
し
て
負
う
べ
き
健
康
管
理
義

務
か
ら
す
み
や
か
に
医
療
機
関
の
適

切
な
ケ
ア
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
就

業
規
則
第
○
条
で
も
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

【
理
由
】も
し
Ａ
さ
ん
に「
こ
の
ま
ま

で
は
体
調
が
悪
く
な
っ
て
し
ま
う
の

で
改
善
し
て
欲
し
い
」と
い
う
要
望

が
あ
っ
て
も
、会
社
は
す
で
に
合
理

的
範
囲
で
Ａ
さ
ん
に
配
慮
し
て
い
る

と
判
断
し
た
と
き
、そ
れ
以
上
の
対

応
は
で
き
ま
せ
ん
。
体
調
ケ
ア
の
た

め
す
み
や
か
に
医
療
機
関
の
ケ
ア
を

受
け
て
く
だ
さ
い
。

◦
秩
序
維
持（
就
業
規
則
第
○
条・第

○
条
）に
つ
い
て

　
業
務
上
で
上
司
ま
た
は
そ
の
指
示

を
受
け
た
担
当
者
か
ら
の
指
示
に
つ

い
て
、
異
論
な
ど
が
あ
る
場
合
は
、

秩
序
を
乱
さ
な
い
範
囲
の
表
現
で
意

見
を
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。
感
情
的

な
表
現
、相
手
を
傷
つ
け
る
よ
う
な

言
動
は
、秩
序
維
持
義
務
に
反
す
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
留
意
く

だ
さ
い
。

　

障
害
者
側
が「
合
理
的
配
慮
を
」と
求

め
る
ケ
ー
ス
で
は
、多
く
が
ト
ラ
ブ
ル
に

な
っ
て
い
ま
す
。
特
に
精
神
障
害
者
が

14

「
合
理
的
配
慮
を
」と
訴
え
る
内
容
は
、「
慣

れ
た
業
務
か
ら
異
動
し
た
く
な
い
」「
自
分

の
や
り
た
い
仕
事
だ
け
を
や
り
た
い
」「
そ

う
で
な
け
れ
ば
障
害
の
せ
い
で
体
調
不
良

に
な
っ
て
し
ま
い
仕
事
が
で
き
な
い
」と

い
う
も
の
が
多
く
な
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、

求
め
ら
れ
た
配
慮
が
合
理
的
か
否
か
を
判

断
す
る
の
は
雇
用
側
で
あ
り
、そ
こ
に
同

情
心
や
諦
念
が
入
り
込
ん
で
し
ま
う
と
長

続
き
し
ま
せ
ん
。
合
理
的
か
否
か
の
基
準

を
就
業
規
則
や
地
方
公
務
員
法
に
求
め
る

こ
と
が
、障
害
者
の
長
期
的
な
就
労
に
つ

な
が
る
と
心
得
て
く
だ
さ
い
。

相
談
窓
口
対
応
を
充
実
さ
せ
る

　
前
述
し
た
よ
う
に
、こ
れ
か
ら
の
障
害

者
雇
用
で
は
、
法
定
雇
用
率
達
成
か
ら

キ
ャ
リ
ア
形
成
や
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
に
比
重

が
移
り
、働
く
障
害
者
の
活
躍
が
求
め
ら

れ
ま
す
。
そ
の
礎
に
な
る
の
は
本
人
の
や

る
気
や
努
力
、
協
調
性
で
す
が
、
周
囲
が

何
も
し
な
く
て
い
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
ぐ
カ
ギ
は
相
談

窓
口
で
の
対
応
に
あ
り
ま
す
。
職
場
で
特

段
の
配
慮
を
し
て
い
な
く
て
も
、相
談
窓

口
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
で
ト
ラ
ブ
ル
の

な
い
職
場
も
多
く
あ
り
ま
す
。
相
談
窓
口

の
設
置
に
お
い
て
は
、「
相
談
窓
口
を
い

か
に
有
効
活
用
し
て
い
く
か
」と
捉
え
る

こ
と
が
と
て
も
重
要
で
す
。
職
場
や
同
僚

が
対
応
で
き
な
い
問
題
で
も
、解
決
を
め

ざ
せ
る
の
が
相
談
窓
口
の
機
能
で
す
。

　
一
方
、
相
談
に
訪
れ
る
精
神
障
害
者
は

「
相
談
す
る
プ
ロ
」（
た
だ
し
、
必
ず
し
も

適
切
な
内
容
と
は
限
り
ま
せ
ん
）と
言
っ

て
い
い
で
し
ょ
う
。
職
場
で
何
か
問
題
を

抱
え
る
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
詳
し
く

（
自
分
に
有
利
に
な
る
情
報
を
）調
べ
、
主

治
医
、
障
害
者
職
業
生
活
相
談
員
な
ど
の

福
祉
関
係
者
、
利
用
し
て
い
る
就
労
支
援

機
関
の
相
談
員
、
労
働
基
準
監
督
署
や
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
、
法
テ
ラ
ス
、
さ
ら
に
筆
者

の
よ
う
な
ユ
ニ
オ
ン
に
相
談
し
ま
す
。
ど

の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
勤
務
先
相
談
窓
口
に
相

談
す
る
か
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
す
が
、
組
織

内
で
も
ほ
ぼ
必
ず
相
談
し
て
い
ま
す
。
内

容
は
と
も
か
く
、
相
談
す
る
こ
と
に
慣
れ

て
い
る
の
で
す
。

　
で
は
、相
談
さ
れ
る
側
は
ど
う
対
処
す

れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
？ 

筆
者
は
、

「
相
談
さ
れ
る
プ
ロ
」で
は
な
く
、「
取
り

次
ぎ
の
プ
ロ
」を
め
ざ
す
べ
き
と
ア
ド
バ

イ
ス
し
ま
す
。
相
談
内
容
を
適
切
な
部
署

に
取
り
次
ぐ
行
為
に
徹
す
る
と
い
う
こ
と

で
す
。

　
精
神
障
害
者
か
ら
の
相
談
内
容
に
は
、

専
門
的
支
援
や
組
織
的
対
応
が
必
要
に
な

る
ケ
ー
ス
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
相
談

を
受
け
た
結
果
、
本
人
に
と
っ
て「
休
職

が
ベ
ス
ト
」で
あ
る
こ
と
も
視
野
に
入
れ
、

産
業
医
・
精
神
科
医
と
の
連
携
、
人
事
労

務
管
理
部
門
と
の
連
携
を
想
定
し
て
お
く

べ
き
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
個
人
情
報
の
取

り
扱
い
に
細
心
の
注
意
が
必
要
な
こ
と
は

言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
こ
で
参
考
と
な
る
の
が
、
精
神
障
害

者
か
ら
相
談
を
受
け
る
プ
ロ
で
あ
る
精
神

科
医
の
ノ
ウ
ハ
ウ
で
す
。
相
談
窓
口
の
実

務
で
大
い
に
役
立
ち
ま
す
。

　
精
神
科
医
療
の
現
場
に
は
、「
Ｇ
Ａ
Ｆ

（G
lo

b
a

l A
sse

ssm
e

n
t o

f 
Functioning

：
機
能
の
全
体
的
評
定
）

尺
度
」と
い
う
指
標
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
、
診
察
を
し
た
う
え
で
０
～
１
０
０
の

数
値
で
患
者
の
状
態
を
評
価
す
る
基
準
で

す
。
数
値
が
大
き
い
ほ
ど
健
康
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
お
り
、
お
お
む
ね
40
以
下
の

人
が
治
療
対
象
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

う
ち
特
に
参
考
と
な
る
60
～
31
の
人
の
相

談
に
つ
い
て
、ポ
イ
ン
ト
を
解
説
し
ま
す
。

な
お
、「
30
以
下
に
該
当
す
る
人
は
会
社

に
来
な
い
」「
81
以
上
に
該
当
す
る
人
は
相

談
に
来
な
い
」と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
80

～
61
の
人
は
、
周
囲
が「
最
近
元
気
が
な

い
」「
ら
し
く
な
い
ミ
ス
が
続
く
」と
気
づ

く
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
相
談
に
至
る
前

に
日
頃
の
声
か
け
が
望
ま
れ
ま
す
。
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だ
さ
い
。
冷
静
に
や
り
取
り
を
す
る
中
で

「
あ
あ
、
こ
の
層
に
特
徴
的
な
相
談
内
容

だ
な
」と
判
断
で
き
れ
ば
、
感
情
的
に
な

ら
ず
に
済
み
ま
す
。

【
50
～
41
】の
G
A
F
尺
度

　
重
大
な
症
状（
例
：
自
殺
の
考
え
、

強
迫
的
儀
式
が
ひ
ど
い
、
し
ょ
っ

ち
ゅ
う
万
引
す
る
）、ま
た
は
、社
会

的
、
職
業
的
ま
た
は
学
校
の
機
能
に

お
い
て
何
か
重
大
な
障
害（
友
達
が

い
な
い
、仕
事
が
続
か
な
い
）。

　

こ
の
層
は
欠
勤
・
休
職
を
繰
り
返
し
、

い
ず
れ
退
職
し
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
が
多
い

た
め
、相
談
対
応
を
す
る
場
面
は
少
な
い

で
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
離
職
票
・
失
業
保

険
・
再
就
職
支
援
な
ど
の
手
続
き
に
時
間

が
か
か
り
過
ぎ
る
と
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、粛
々
と
事
務
的
に

対
処
す
る
こ
と
を
心
掛
け
て
く
だ
さ
い
。

そ
う
で
な
い
と「
会
社
は
退
職
を
思
い
と

ど
ま
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
」な
ど
と
誤

解
を
生
じ
さ
せ
、思
い
が
け
な
い
ト
ラ
ブ

ル
に
発
展
す
る
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。

【
40
～
31
】の
G
A
F
尺
度

　
現
実
検
討
か
意
思
伝
達
に
い
く
ら

か
の
欠
陥（
例
：
会
話
は
時
々
、非
論

理
的
、
あ
い
ま
い
、
ま
た
は
関
係
性

15

Special Issue

【
60
～
51
】の
G
A
F
尺
度

　
中
等
度
の
症
状（
例：感
情
が
平
板

的
で
、
会
話
が
ま
わ
り
く
ど
い
、
時

に
、
恐
慌
発
作
が
あ
る
）、
ま
た
は
、

社
会
的
、
職
業
的
、
ま
た
は
学
校
の

機
能
に
お
け
る
中
等
度
の
障
害（
例：

友
達
が
少
な
い
、
仲
間
や
仕
事
の
同

僚
と
の
葛
藤
）。

　

こ
の
層
か
ら
の
相
談
の
多
く
は
愚
痴

や
他
者
批
判
に
聞
こ
え
、相
談
対
応
者
は

「
そ
れ
は
自
分
で
考
え
る
べ
き
問
題
」「
組

織
に
言
っ
て
も
仕
方
な
い
」と
感
じ
る
で

し
ょ
う
。
メ
ー
ル
の
場
合
は
文
字
数
が
多

く（
３
千
～
１
万
字
）、何
度
も
振
り
出
し

に
戻
り
な
が
ら
最
後
は
丁
寧
な
結
語
で
終

わ
り
ま
す
。
当
事
者
な
の
に
客
観
的
な
意

見
が
続
き
、時
に
第
三
者
の
よ
う
な
言
い

方
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
た
と
え

ば
、「
同
僚
の
○
○
さ
ん
も
つ
ら
い
思
い

を
し
て
い
る
と
思
う
」「
み
ん
な
そ
う
思
っ

て
い
る
は
ず
で
す
」と
い
っ
た
言
い
回
し

で
す
。
ま
た
、内
容
に「
社
会
の
不
条
理
」

「
障
害
者
施
策
」と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
を

含
む
人
も
多
く
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
相

談
を
繰
り
返
し
受
け
て
い
る
と
、担
当
者

は
イ
ラ
イ
ラ
し
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
し

か
し
、そ
れ
を
相
手
に
伝
え
て
し
ま
う
と

必
ず
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る
の
で
注
意
し
て
く

が
な
く
な
る
）、ま
た
は
、仕
事
や
学

校
、家
族
関
係
、判
断
、思
考
ま
た
は

気
分
、
な
ど
多
く
の
面
で
の
粗
大
な

欠
陥（
例：抑
う
つ
的
な
男
が
友
人
を

避
け
家
族
を
無
視
し
、
仕
事
が
で
き

な
い
。
子
ど
も
が
年
下
の
子
ど
も
を

殴
り
、
家
で
反
抗
的
で
、
学
校
で
は

勉
強
が
で
き
な
い
）。

　
こ
の
範
囲
に
該
当
す
る
人
が
職
場
に
い

る
ケ
ー
ス
は
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
相
談

内
容
に
は
次
の
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

◦
何
を
相
談
し
た
い
の
か
ま
っ
た
く
理
解

で
き
な
い

◦
組
織
的
に
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受
け
て
い

る（
障
害
者
差
別
が
行
わ
れ
て
い
る
）と

の
申
告
を
受
け
、
職
場
に
ヒ
ア
リ
ン
グ

す
る
と
正
反
対
の
意
見
ば
か
り
で
あ
る

◦
職
場
の
安
全
配
慮
を
問
題
視
す
る（
改

善
し
な
け
れ
ば
マ
ス
コ
ミ
に
暴
露
す
る

な
ど
）内
容
だ
が
、
実
際
は
業
務
ミ
ス

が
多
い
だ
け

　
こ
う
し
た
場
合
、職
場
で
の
対
処
を
諦

め
、相
談
者
に
対
し
て
産
業
医
や
主
治
医

の
診
察
を
指
示
す
る
と
と
も
に
、「
通
常

就
労
に
耐
え
得
る
状
態
」と
記
載
さ
れ
た

診
断
書
の
提
出
を
求
め
る
の
が
ベ
ス
ト
で

す
。
診
断
結
果
に
よ
っ
て
は
一
定
期
間
休

職
さ
せ
る
な
ど
の
対
応
が
必
要
で
す
。

配
慮
を
求
め
た
経
験
が
な
い	

職
員
だ
と
知
っ
て
お
く

　
職
場
ト
ラ
ブ
ル
の
多
く
は
、精
神
障
害

の
あ
る
職
員
の
問
題
行
動
が
発
端
に
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
行
動
の
理
由
を
本
人
に

尋
ね
る
と「
障
害
の
た
め
」と
答
え
る
職
員

が
い
る
の
で
、対
応
が
難
し
く
な
る
の
で

す
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
地
方
公
共
団
体

で
は
服
務
規
律
に
沿
っ
て
是
々
非
々
で
対

応
す
る
の
が
最
善
で
す
。
ど
う
す
れ
ば
問

題
行
動
が
起
き
な
い
か
を
考
え
て
工
夫
す

る
の
は
障
害
者
側
で
、「
障
害
の
せ
い
だ

か
ら
仕
方
な
い
」と
問
題
行
動
を
許
容
す

る
の
は
配
慮
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
知
っ
て
お
く
べ
き
は
、精
神
障
害
の
あ

る
人
の
多
く
が「
障
害
特
性
を
職
場
に
伝

え
て
働
く
」こ
と
に
慣
れ
て
い
な
い
事
実

で
す
。
こ
れ
ま
で
配
慮
を
適
切
に
職
場
に

求
め
た
経
験
が
な
い
と
言
っ
て
も
い
い
で

し
ょ
う
。
そ
の
た
め
、
受
け
入
れ
た
側
が

「
わ
が
ま
ま
な
要
求
か
合
理
的
配
慮
か
」

を
自
ら
問
い
か
け
、
何
が「
無
駄
が
な
く

理
に
か
な
っ
て
い
る
配
慮
」な
の
か
を
考

え
続
け
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
す
。
そ
れ

が
、精
神
障
害
の
あ
る
職
員
を
雇
用
す
る

際
の
適
切
な
ル
ー
ル
づ
く
り
、職
場
づ
く

り
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。


