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　滋賀県日野町にある社会福祉法人わたむきの里福祉会は、障害者の就労支援や生活介護、障
害児地域活動支援など幅広い事業を展開しています。そのなかの一つが、わたむきの里エコ
ドーム（就労継続支援Ｂ型）です。障害のある方が、地域の住民や企業などから持ち込まれたペッ
トボトルやパソコン等の資源をていねいに分別し、解体しています。ゴミ減量の地域課題を解
決しながら、障害のある人たちにきちんと工賃を支払えるように、さまざまな知恵を生かしな
がら安定的な経営をめざしています。エコドームには現在、22名の利用者が通所しています。

福祉の現場からはじまる福祉の現場からはじまる
まちづくりまちづくり



　ファームわたむき（就労継続支援Ｂ型）では、高齢化・後継者不足や農作物の価格低迷など
により離農される方たちから農地を借り受けて、自然ゆたかな山からの水を利用して、米づく
りをしています。暑いときや寒いときはたいへんだけど、でも農業が楽しいと語る利用者さん
たち。写真の女性もその一人です。冬の農作業はやっぱり足が寒いからと、趣味の編み物でつ
ま先用の靴下をつくっておられます。とても手先が器用で、昼休憩だけで一足がつくれるとの
こと。「これを履いたら、水仕事をしても寒くないよ」とうれしそうに話してくださいました。



　日野町から無償で建物と土地を借りて、重症心身障害者や医療的ケア者の生活介護と医療的
ケア児の放課後等デイサービスを併設する施設として、2024年夏に「多機能型事業所大

そ ら

空」
を開設しました（写真下）。これまでも放課後等デイサービスでは４人の医療的ケア児を受け
入れていましたが、その子どもたちが今年３月に支援学校を卒業するにあたり、ひきつづき日
中事業所に通えるようにしようと、受け入れ体制などさまざまな準備がすすめられています。

重い障害のある方たちが日中活動や重い障害のある方たちが日中活動や
ストレッチなどをおこなう部屋。昼ごストレッチなどをおこなう部屋。昼ご
はんを終えて、ゆったり休けい中。はんを終えて、ゆったり休けい中。



　学齢期は放課後等デイで受け止め、卒業後は日野町を出なければいけないのではなく、日野
町のなかで仕事をして、またグループホームにも移行できるよう、「生涯にわたる切れ目ない
支援・まちづくり」をめざしています。わたむきの里常務理事の酒井了

りょうじ

治さんは、「日野町は
過疎化や少子高齢化など、さまざまな地域課題を抱えていますが、『ずっとこのまちで』働き・
暮らしつづけられるために、地域の一員として住民や多様な主体と連携して、地域の課題解決
に向けて今後もとりくんでいきたい」と話されました。わたむきの里のとりくみについては、
特集でも紹介しています。（写真は、お昼休憩中に大好きなぬり絵を楽しむ利用者さん。）
� （写真・文　黄驥）
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農と食をもっと考える
社会へ
　

　 農事組合法人農民連大阪産直センター　事務局長　大坊　幸　

私
は
農
民
連
大
阪
産
直
セ
ン
タ
ー
に
勤
務
し
て
い
ま
す
。
農
民
連
と
は
、
農
民
が
農
業
と
農
家
の
経

営
を
守
る
た
め
に
つ
く
っ
た
組
織
で
全
国
に
あ
り
ま
す
。
農
業
を
続
け
ら
れ
る
よ
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
と

り
く
み
を
し
て
い
ま
す
が
、
私
が
い
る
大
阪
産
直
セ
ン
タ
ー
（
以
下
、
産
直
セ
ン
タ
ー
）
で
は
、
主
に

農
産
物
の
出
荷
、
消
費
者
へ
の
橋
渡
し
を
し
て
い
ま
す
。

二
〇
二
四
年
五
月
に
『
大
阪
の
農
と
食
を
支
え
る
女
性
た
ち
』
と
い
う
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
が
発
行
さ
れ
、

私
は
そ
の
発
行
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
し
た
。
一
般
財
団
法
人
大
阪
農
業
振
興
協
会
の
会
報
に
生
産

者
の
紹
介
を
載
せ
て
い
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
す
。
自
分
の
人
生
の
な
か
で
書
籍
発
行
に
携
わ
る
こ
と

が
起
こ
る
な
ど
と
は
夢
に
も
思
わ
ず
、
い
ま
だ
に
戸
惑
い
を
隠
せ
な
い
と
い
う
の
が
本
音
で
す
。

ふ
り
返
れ
ば
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
、
私
の
そ
ば
に
は
食
・
農
が
常
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
同
年

代
の
な
か
で
は
少
し
特
別
な
食
生
活
を
送
っ
て
い
ま
し
た
し
、
秋
に
リ
ン
ゴ
の
収
穫
の
手
伝
い
を
す
る

母
に
つ
い
て
行
き
、
リ
ン
ゴ
畑
で
木
に
登
っ
て
は
リ
ン
ゴ
を
か
じ
っ
て
い
ま
し
た
。
母
が
手
打
ち
そ
ば

の
店
を
は
じ
め
た
こ
と
か
ら
、
手
伝
い
と
称
し
て
中
学
・
高
校
で
は
少
し
ば
か
り
の
ア
ル
バ
イ
ト
料
を

稼
い
で
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
後
の
働
く
先
も
飲
食
店
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
で
す
。

結
婚
・
出
産
を
機
に
大
阪
に
住
み
、
育
児
サ
ー
ク
ル
を
通
し
て
知
り
合
っ
た
マ
マ
友
か
ら
産
直
セ
ン

タ
ー
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
紹
介
さ
れ
、
勤
務
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
育
児
を
は
じ
め
た
こ
ろ
、
安
全

な
食
を
求
め
る
う
ち
に
、
食
料
に
つ
い
て
の
問
題
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
む
か
し
は
野
山
で
摘

ん
で
直
接
口
に
し
て
い
た
山
菜
や
き
の
こ
な
ど
は
、
今
は
お
金
を
払
っ
て
買
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
く
な

り
ま
し
た
。
私
た
ち
は
、
生
き
る
た
め
に
か
な
ら
ず
食
料
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
の
か
な
ら
ず
必
要

な
食
料
は
、
ほ
と
ん
ど
が
社
会
の
し
く
み
の
な
か
で
、
第
一
次
産
業
（
農
業
・
漁
業
・
畜
産
業
等
）
と
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い
う
業
種
で
生
産
さ
れ
、
流
通
さ
れ
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
金
銭
を
支
払
っ
て
手
に
入
れ
る
こ
と
が
可
能

に
な
り
ま
す
。

二
〇
二
四
年
、
コ
メ
の
価
格
が
高
騰
し
ま
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
今
ま
で
一
〇
〇
％
以
上
の
自
給
率

で
あ
っ
た
コ
メ
が
不
足
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
す
。
市
場
の
原
理
で
、
需
要
が
高
ま
る
ほ
ど
価
格
が
上

が
り
ま
す
。
農
家
で
な
い
限
り
、
私
た
ち
は
高
い
値
段
で
買
う
こ
と
で
し
か
コ
メ
を
手
に
入
れ
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
と
い
う
こ
と
は
、
私
た
ち
は
第
一
次
産
業
頼
り
で
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で

す
。産

直
セ
ン
タ
ー
で
働
く
う
ち
に
、
こ
れ
ら
の
社
会
の
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、
ま
た
、
脆ぜ

い
じ
ゃ
く弱な
輸
入
頼

り
の
日
本
の
食
料
・
農
業
政
策
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
に
も
食
と
農
に
無
関
心
な
社
会
に
つ
い
て
知
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
な
ぜ
農
業
従
事
者
の
平
均
年
齢
は
年
々
上
が
っ
て
い
る
の
か
？　

な
ぜ
農
の
担
い

手
は
少
な
い
の
か
？　

な
ぜ
離
農
す
る
新
規
生
産
者
が
多
い
の
か
？　

気
候
変
動
に
よ
る
食
料
危
機
を

ど
う
回
避
で
き
る
の
か
？　

こ
の
よ
う
な
多
く
の
暗
い
現
実
の
な
か
に
、
今
回
の
『
大
阪
の
農
と
食
を

支
え
る
女
性
た
ち
』
で
出
会
っ
た
女
性
に
は
、
明
る
い
兆
し
を
見
せ
て
も
ら
え
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。

彼
女
た
ち
は
、
食
に
対
す
る
危
機
感
を
少
な
か
ら
ず
も
ち
な
が
ら
、
食
や
農
業
に
携
わ
る
活
動
を
し

て
い
る
の
だ
と
感
じ
ま
す
。
女
性
で
あ
る
こ
と
を
強
み
に
生
産
や
販
売
、
自
家
加
工
な
ど
に
活
か
し
、

農
業
を
楽
し
む
よ
う
す
は
、
学
ぶ
こ
と
が
た
い
へ
ん
多
く
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
と
り
く
み
を
紹
介
し
な
が
ら
、
ま
ず
は
多
く
の
消
費
者
に
農
業
の
現
状
を
知
っ
て
も
ら

い
、
自
分
た
ち
の
命
の
源
で
あ
る
食
料
に
つ
い
て
考
え
議
論
し
、
世
の
中
を
変
え
て
い
く
力
に
な
れ
た

ら
と
思
い
ま
す
。

だいぼう　みゆき

　1969年生まれ。2013年から農民連大阪産直センター勤務。母の
実家がリンゴと米の専業農家。父は会社員だが、猟銃の免許を持っ
ていたため、幼少期より野山や川、自家菜園の恵みで育つ。20代
ではバックパッカーで国内外を旅する。出産を機に、環境や食料、
社会問題について関心を持つようになる。『大阪の農と食を支える
女性たち』（副島久実・大坊幸共著、2024年）を発刊。

　



福祉のひろば　2025－02 8

昨
年
夏
に
開
催
し
た
第
二
九
回
社
会
福
祉
研
究
交
流
集
会
in
関
東
の
全
体
会
で
は
、「『
公
共
』
の
縮
小
で
、
尊
厳
の
あ
る

日
常
生
活
が
守
ら
れ
る
の
か
」を
テ
ー
マ
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
、「
日
本
国
憲
法
と
公
務
労
働
の
今
日
的
役
割
」を
テ
ー

マ
に
春
山
一
穂
さ
ん
（
福
島
大
学
名
誉
教
授
・
専
修
大
学
名
誉
教
授
）
に
講
演
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
来
の
公
務
労
働
、
公

務
員
の
役
割
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
学
び
、
自
治
体
と
民
間
福
祉
事
業
体
や
民
間
福
祉
事
業
者
、
そ
し
て
市
民
と
の
関
係
性

の
あ
り
方
を
考
え
ま
し
た
。
そ
し
て
、
公
的
責
任
の
後
退
や
公
共
部
門
の
縮
小
・
切
り
捨
て
が
す
す
め
ら
れ
る
な
か
で
、
公

共
と
民
間
、
公
共
と
市
民
が
共
同
し
て
、
あ
ら
た
め
て
「
公
共
」
を
取
り
戻
す
た
め
の
展
望
を
議
論
し
ま
し
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
司
会
を
さ
れ
た
二
見
清
一
さ
ん
（
自
治
労
連
社
会
福
祉
部
会
、
本
誌
全
国
編
集
委
員
）
か
ら
は
、
あ
ら
た

め
て
「
公
共
」
を
取
り
戻
す
た
め
の
展
望
と
し
て
、
公
務
労
働
者
や
市
民
も
ふ
く
め
て
地
域
の
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
や
困
り
ご

と
を
自
分
ご
と
と
し
て
捉
え
る
「
共
感
」、
市
町
村
と
一
緒
に
考
え
る
「
共
有
」、
民
間
福
祉
労
働
者
や
市
民
が
公
務
員
を
育

て
て
い
く
よ
う
な
「
育
成
」
の
関
係
性
、
そ
し
て
市
町
村
が
住
民
の
ほ
う
を
向
く
「
公
共
」
が
大
切
で
は
な
い
か
、
と
ま
と

め
の
提
案
が
あ
り
ま
し
た
。

今
号
の
特
集
で
は
、
滋
賀
県
日
野
町
で
障
害
福
祉
事
業
を
お
こ
な
う
社
会
福
祉
法
人
わ
た
む
き
の
里
福
祉
会
の
実
践
や
日

特集特集

自
治
体
職
員
と
と
も
に
、
地
域
を
守
り
育
て
る
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野
町
行
政
と
の
連
携
を
ヒ
ン
ト
に
、
あ
ら
た
め
て
、
共
感
・
共
有
・
育
成
・
公
共
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
、
自
治
体
職
員

と
と
も
に
地
域
を
守
り
育
て
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
に
つ
い
て
、
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
発
生
か
ら
一
年
が
経
っ
た
能
登
半
島
地
震
に
つ
い
て
、
災
害
時
、
自
治
体
職
員
に
は
ど
の
よ
う
な
仕
事
や
役
割
が

求
め
ら
れ
る
の
か
、
そ
し
て
、
広
域
避
難
の
受
け
入
れ
対
応
を
お
こ
な
っ
た
経
験
に
つ
い
て
、
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

特
集
の
さ
い
ご
に
は
、
島
根
大
学
教
授
の
関
耕
平
さ
ん
に
、
島
根
県
に
お
け
る
地
域
づ
く
り
の
実
践
か
ら
、
住
民
自
治
と
地

方
自
治
体
の
役
割
に
つ
い
て
執
筆
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

特
集
を
と
お
し
て
あ
ら
た
め
て
感
じ
る
こ
と
は
、
地
方
自
治
体
の
役
割
の
大
き
さ
で
す
。
公
共
部
門
の
縮
小
・
切
り
捨
て

が
す
す
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
自
治
体
や
自
治
体
労
働
者
に
し
か
果
た
せ
な
い
役
割
・
責
任
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の

こ
と
を
誇
り
に
、
住
民
や
地
域
づ
く
り
に
向
き
合
い
仕
事
を
し
て
い
る
自
治
体
労
働
者
が
い
ま
す
。
公
的
責
任
の
後
退
や
公

共
部
門
の
縮
小
・
切
り
捨
て
に
よ
っ
て
つ
ら
い
思
い
を
し
て
い
る
の
は
住
民
だ
け
で
は
な
く
、
ど
ん
ど
ん
余
裕
を
奪
わ
れ
て

い
く
自
治
体
労
働
者
自
身
も
ま
た
、
や
り
た
い
仕
事
が
で
き
ず
に
つ
ら
い
思
い
を
し
て
い
る
こ
と
を
共
感
・
共
有
し
て
い
く

こ
と
が
大
切
だ
と
感
じ
ま
す
。

特
集
の
な
か
で
関
さ
ん
は
、公
共
サ
ー
ビ
ス
の
肩
代
わ
り
と
し
て
「
共
助
」
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
国
の
意
図
に
対
し
、

「
共
助
」
の
積
み
上
げ
の
先
に
「
権
利
と
し
て
の
固
定
化
」
を
展
望
し
て
い
く
た
め
に
は
、
自
治
体
職
員
や
公
務
労
働
運
動

と
の
連
携
・
協
働
が
不
可
欠
だ
と
指
摘
し
ま
す
。
あ
ら
た
め
て
公
共
を
取
り
戻
し
、
権
利
と
し
て
固
定
化
し
て
い
く
た
め
の

道
筋
を
、
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。�

（
編
集
主
任　

申　

佳
弥
）


