
質
問

ふ
じ
の
く
に
型
福

祉
サ
ー
ビ
ス
の
推
進
は
①

ふ
じ
の
く
に
型
福
祉
サ
ー

ビ
ス
基
準
該
当
を
実
施
す

る
事
業
所
が
な
い
と
い
う

現
状
、
課
題
に
ど
う
対
応

し
て
い
く
の
か
②
地
域
に

お
け
る
垣
根
の
な
い
居
場

所
づ
く
り
へ
の
取
り
組
み

は
。

町
長

①
高
齢
者
の
多
い

当
町
に
お
い
て
は
、
高
齢

者
の
施
設
は
、
常
に
待
機

者
が
い
る
状
態
で
あ
る
た

め
、
基
準
該
当
を
取
っ
て

ま
で
障
害
の
あ
る
人
を
受

け
入
れ
る
法
人
は
少
な
く
、

結
果
的
に
障
害
の
あ
る
人

は
、
町
外
の
施
設
へ
行
か

ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
の

が
現
状
で
あ
る
。
引
き
続

き
町
内
に
限
ら
ず
、
近
隣

の
事
業
所
に
対
し
て
も
、

障
害
の
あ
る
人
の
受
け
入

れ
を
お
願
い
し
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
る
。
②
地

域
包
括
セ
ン
タ
ー
、
社
会

福
祉
協
議
会
が
中
心
に

な
っ
て
、
地
域
で
の
居
場

所
づ
く
り
が
進
め
ら
れ
て

い
る
。
現
在
、
創
造
と
生

き
が
い
の
湯
、
生
活
改
善

セ
ン
タ
ー
、
瀬
平
地
区
、

梅
高
地
区
、
徳
山
地
区
の

５
か
所
に
居
場
所
が
立
ち

上
が
っ
て
い
る
。

質
問

旧
地
名
保
育
園
に

垣
根
の
な
い
居
場
所
を
つ

く
る
こ
と
は
可
能
か
。

総
務
課
長

地
名
保
育
園

は
、
条
例
上
保
育
所
と
い

う
形
の
規
定
に
な
っ
て
い

る
。
今
後
、
保
育
所
以
外

と
い
う
形
に
す
る
に
は
、

保
育
所
と
し
て
の
条
例
の

改
正
、
財
産
処
分
を
行
っ

た
後
、
建
設
地
の
造
成
等

に
関
し
て
は
、
そ
の
後
何

に
使
う
か
と
い
う
こ
と
を

含
め
て
、
助
成
者
で
あ
る

県
・
国
と
協
議
す
る
こ
と

に
な
る
。

質
問
“
ぬ
く
も
り
と
ふ
れ

あ
い
”
だ
れ
も
が
健
や
か

に
暮
ら
せ
る
ふ
る
さ
と
づ

く
り
①
就
労
継
続
支
援
Ｂ

型
事
業
所
の
現
状
と
課
題

は
②
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型

事
業
所
通
所
者
等
の
作
品

の
展
示
販
売
等
へ
の
支
援

は
③
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型

事
業
所
へ
の
通
所
者
等
が
、

こ
の
地
で
安
心
・
安
全
に
、

そ
し
て
、
自
分
ら
し
く
夢

と
希
望
を
持
っ
て
暮
ら
し

て
い
け
る
居
住
支
援
は
④

災
害
時
要
援
護
者
の
支
援

体
制
の
整
備
は
。

町
長

①
み
ど
り
の
11
人

（
２
２
５
人
日
）、
み
ど
り

の
丘
・
え
ま
つ
12
人
（
２

０
５
人
日
）
課
題
は
、
利

用
者
の
高
齢
化
に
よ
る
退

所
と
新
規
利
用
者
の
減
少

等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
②
現

在
、
役
場
本
庁
や
支
所
に

は
置
い
て
な
い
が
、
要
望

が
あ
れ
ば
、
町
民
ギ
ャ
ラ

リ
ー
等
、
場
所
の
提
供
は

可
能
と
考
え
る
。
③
自
分

ら
し
く
夢
と
希
望
を
持
っ

て
暮
ら
す
こ
と
は
、
障
害

の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
全

て
の
人
の
願
い
で
あ
ろ
う

と
思
う
。
そ
う
し
た
中
で

も
、
障
害
が
あ
る
人
が
親

亡
き
後
に
入
所
し
か
残
さ

れ
た
道
が
な
い
と
い
う
こ

と
で
は
な
く
、
こ
の
町
に

住
み
続
け
ら
れ
る
よ
う
住

環
境
を
始
め
、
居
宅
で
の

介
護
、
外
出
支
援
等
、
縦

割
り
の
施
策
を
串
刺
し
に

し
た
支
援
が
必
要
と
考
え

て
い
る
。
④
民
生
委
員
を

通
じ
て
避
難
行
動
要
支
援

者
名
簿
を
作
成
。
避
難
誘

導
や
一
時
避
難
は
身
近
な

地
域
の
皆
さ
ん
の
協
力
を

い
た
だ
く
こ
と
が
多
い
と

考
え
る
。
そ
の
中
で
、
地

域
の
避
難
所
で
対
応
が
難

し
い
場
合
に
は
、
準
備
が

整
っ
た
段
階
で
町
内
５
か

所
に
設
置
予
定
の
福
祉
避

難
所
へ
移
動
し
て
い
た
だ

く
予
定
で
あ
る
。

中澤　莊也 議員

問
◎旧地名保育園に垣根の無い居場所を
◎就労継続支援B型事業所通所者等への日中
支援居宅支援は

答
◎条例の改正、財産処分の後、国・

県との協議が必要である
◎町に住み続けられるよう住環境、

居住での介護等縦割りの施策を串
刺しにした支援が必要と考える

垣根の無い居場所の可能性は

旧地名保育園

みどりの丘

就労継続支援Ｂ型事業所

みどりの丘えまつ

就労継続支援Ｂ型事業所
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質
問

茶
流
通
業
と
生
産

者
が
お
茶
を
通
し
て
地
域

を
守
る
。
守
ら
れ
て
い
る

意
識
を
今
ま
で
以
上
に
強

く
持
つ
事
が
必
要
で
す
。

今
後
の
茶
業
施
策
を
問
う
。

町
長

短
期
集
中
型
生
産

の
傾
向
が
見
ら
れ
、
荒
茶

販
売
が
厳
し
い
と
い
う
の

が
あ
り
ま
す
。
昨
年
以
上

に
品
質
を
重
視
し
た
生
産

と
な
り
、
前
倒
し
や
ミ
ル

芽
に
よ
る
摘
採
、
製
造
が

な
さ
れ
た
こ
と
で
、
数
量

は
県
内
全
体
で
も
１
割
ほ

ど
の
減
と
な
っ
て
い
ま
す
。

茶
が
売
れ
る
た
め
に
は
消

費
者
の
心
に
響
く
、
他
産

地
と
違
う
特
徴
あ
る
お
茶

づ
く
り
が
求
め
ら
れ
、
消

費
者
と
直
結
し
た
川
根
茶

産
地
が
形
成
さ
れ
る
こ
と

で
、
川
根
地
域
の
茶
業
関

係
者
の
意
欲
も
増
し
、
茶

業
振
興
が
図
れ
る
も
の
と

考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
の

力
を
ア
ッ
プ
さ
せ
る
取
り

組
み
が
茶
業
関
係
者
に
求

め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
取

り
組
み
を
支
援
し
た
い
。

質
問

先
ず
茶
業
者
が
そ

れ
ぞ
れ
の
立
場
で
精
一
杯

頑
張
る
事
が
第
一
と
思
い

ま
す
が
、
町
内
の
茶
業
の

分
析
は
し
て
い
る
か
。

産
業
課
長

各
工
場
に
よっ

て
前
年
比
販
売
額
の
増
減

の
差
が
出
て
き
て
い
る
。

茶
を
た
だ
生
産
し
て
い
る

だ
け
の
工
場
は
、
差
が
つ

い
て
き
た
状
況
で
す
。

質
問

流
通
拠
点
の
Ｊ
Ａ

川
根
茶
業
セ
ン
タ
ー
の
再

編
成
に
つ
い
て
伺
う
。

産
業
課
長

川
根
茶
業
セ

ン
タ
ー
か
ら
川
根
工
場
に

見
直
し
合
理
化
で
設
備
の

古
い
藤
枝
工
場
か
ら
設
備

の
整
っ
て
い
る
川
根
工
場

で
藤
枝
茶
も
仕
上
げ
加
工

を
す
る
。
袋
詰
め
や
販
売

は
藤
枝
に
戻
し
て
行
う
と

い
う
農
協
の
説
明
で
す
。

質
問

耕
作
放
棄
地
と
収

穫
放
棄
茶
園
に
つ
い
て
。

町
長

27
年
度
末
現
在
耕

作
放
棄
地
の
面
積
は
約
57

ha
で
す
。
26
年
度
比
７
ha

増
加
し
て
い
る
。
そ
の
管

理
や
責
任
も
本
来
は
所
有

者
に
あ
り
ま
す
。
所
有
者

や
後
継
者
と
話
し
合
い
、

補
助
事
業
の
有
効
的
な
活

用
や
指
導
等
を
適
切
に
し

て
い
き
た
い
。

質
問

耕
作
放
棄
地
を
茶

草
場
に
転
用
す
る
補
助
は

で
き
な
い
か
提
案
す
る
。

産
業
課
長

今
年
県
の
新

た
な
取
り
組
み
で
、
再
生

を
し
て
茶
草
場
と
す
る
補

助
を
モ
デ
ル
地
区
で
始
め

て
、
来
年
度
か
ら
制
度
を

つ
く
り
た
い
と
取
り
組
ん

で
い
る
。
決
ま
っ
た
ら
皆

様
に
お
示
し
し
た
い
。

質
問

茶
茗
舘
を
町
の
直

営
に
し
た
ね
ら
い
は
。

町
長

茶
茗
舘
の
設
置
目

的
は
、
地
場
産
業
の
振
興

及
び
地
域
の
活
性
化
に
あ

り
、
平
成
６
年
の
オ
ー
プ

ン
以
来
、
管
理
の
変
遷
は

あ
り
ま
し
た
が
、
川
根
茶

の
お
い
し
さ
を
発
信
し
て

き
ま
し
た
。
イ
ベ
ン
ト
等

の
開
催
に
よ
り
地
場
産
品

の
情
報
発
信
や
住
民
の
憩

い
の
場
と
し
て
運
営
に
努

め
て
ま
い
り
ま
し
た
。
シ

ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の

事
務
所
移
転
を
機
に
茶
茗

舘
の
役
割
を
再
認
識
し
、

川
根
茶
の
消
費
拡
大
の
た

め
の
普
及
啓
発
は
重
要
で

あ
り
、
行
政
の
責
務
と
感

じ
、
町
が
直
接
運
営
・
管

理
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い

と
判
断
を
い
た
し
ま
し
た
。

質
問

川
根
茶
発
展
の
礎

の
手
揉
顕
彰
碑
を
茶
茗
舘

へ
移
設
と
交
流
活
動
の
一

助
に
町
内
へ
の
誘
客
案
内

機
能
の
強
化
を
提
案
す
る
。

産
業
課
長

整
備
の
見
直

し
の
参
考
と
し
た
い
。

小籔侃一郎 議員

問
◎現況認識と今後の茶業施策は
◎耕作放棄地の対応はどうする
◎茶茗舘の町直営化のねらいは

答
◎現況は価格の二極化。山の茶を打ち出し経営力を支援
◎抜本的対策苦慮、補助事業の有効活用と保全管理指導
◎川根茶の消費拡大を主体とし地場産業振興の拠点整備

耕作放棄地

茶茗舘
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