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授産施設の就労移行支援の連携について授産施設の就労移行支援の連携について

課題と展望課題と展望

知的障害者授産施設（兵庫県神戸市）

ゼノの村 施設長 東馬場良文



社会福祉法人 樅の木福祉会

Ｓ４０年 社会福祉法人「樅の木福祉会」認可

Ｓ４０年 知的障害児入所施設「もみのき学園」認可

Ｓ４４年 知的障害者入所授産施設「ゼノの村」認可

Ｓ５２年 知的障害者入所授産施設

「山の子学園共同村」認可

Ｓ１３年 精神障害者生活訓練施設「まほろばの丘」認可

Ｓ１５年 知的障害者居宅介護等事業所

「ヘルパーステーションほかほか」認可

Ｓ１６年 にし障害者地域生活支援センター業務委託

現在 地域生活援助事業所

グループホーム６箇所を運営 （２７名）



神戸市西区について
兵庫県 神戸市 西区 市比率 県比率

5,592,111
2,155,990世帯

4.4％
4％

1.6％

3.8％

4.4％

4.2％

2.7％

2.3％

3.8％

8394.92k㎡

212,098

27,757

16,554

人口

34,453

居宅 24,980

施設 9,473

16％
13％

25％

12％

療育手帳交
付数

8,422 1,225 15％

精神保健福
祉手帳

5,755 700 12％

支援費支給

決定者数

6,650

居宅 4,150

施設 2,500

944

居宅 576

施設 368

14％

14％

14％
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手帳交付数

69,163 8,105

面積 551.40Ｋ㎡ 137.86Ｋ㎡

兵庫県→ 有効求人倍率 0.42 全国 ３５位兵庫県障害者雇用率→1.68％（１７年６月）



ゼノの村
施設種別［知的障害者入所授産施設］

入居利用者 51名（男性 33名 女性18名）

平均年齢 41歳

障害程度区分判定（施設調査）

過去３年間の地域生活移行者 25名

就労移行者 16名

職場定着者 6名（3年間）

区分１ 2名 区分４ 8名

13名 1名

2名

区分２

25名

区分５

区分６区分３



支援実施体制

施設外実習グループ

8名

リネン会社・農事法人 ・自動
車部品会社・喫茶店・畜産会
社等

受託事業グループ

企業10社 26名

農耕事業グループ

自主製品（市場出荷）17名

居宅支援事業所
就労サポートも含む

短期入所事業所
緊急離職者受け入れを含む

就労支援担当

営業担当も兼務

生活支援担当
ＧＨ・ＣＨバックアップ含む

個別支援計画担当
施設退所者のフォローアップ含む

施設長 1名 看護師 1名

1名 1名

4名（3名）

事務

16名（5名）

栄養士

調理員支援員
（非常勤職員）



平成14年10月設立

神戸市西区内の医療機関・施設・作業所48事業所が集い
NETWORK会議を設立

「西区市民参加による障害者安心ネットワーク」

－ＫＯＢＥ ＷＥＳＴ ＮＥＴ－

平成18年現在

事業部会（就労支援委員会）・相談支援部会（地域生活支
援委員会）（相談事例検討委員会）で、活動している。



「西区市民参加による障害者安心ネットワーク」
－ＫＯＢＥ ＷＥＳＴ ＮＥＴ－

代表者会議

事業部会
部会長 池山美代子

相談支援部会
部会長 光岡研士

事務局にし障害者地域生活支援センター
事務局長 東馬場良文（ゼノの村）／玉津むつみの家

／なでしこの里／ワークハウス ノーブル／県立リハ能
開／関西サナト／リバティ神戸／西区社協／西区保健

福祉部健康福祉課

相談事例検討
委員会

地域生活支援
委員会

就労支援委員会

ＫＷＮ オブザーバー
流通科学大学 藤本次郎
県立看護短大 近澤範子
神戸学院大学 坂田謙二郎
神戸女子大学 植戸貴子

医療福祉専門学院 奥山基子

シンポジューム
障害者自立支援法学習会

１８年度組織図



Ⅰ 各施設の担当者会議を定期にする。

Ⅱ 西区における職親など各施設がもって

いる社会資源マップを作成する

Ⅲ 不足している社会資源を調査する。

Ⅳ 就労制度などについての研修会・学習会

を計画する。

ＫＷＮ就労支援委員会

平成17年度より、ハローワークもオブザー

バー参加。就労制度の話し合いの中から、
企業就労が実現。

資料２参照

就労移行事例１



就労移行事業事例２
５２歳 男性Ａさん（兵庫県明石市在住）

療育手帳 Ｂ２

障害程度区分 2
ＫＷＮの会員施設との連携により、入所施設を退所し、

平成１５年、就業に至る.
しかし、２年後、退社. 現在、精神障害者通所授産施

設にて、ＫＷＮの就労支援連携での受託事業を共同
受注で実施中. 工賃１万円と障害基礎年金にて、公
団住宅にて、生活している.居宅事業と併用しながら、
地域生活を維持している.

本人を交えてのケース会議

企業就職は、もう希望しない.作業所で
働き続けたい.



就労移行支援の考え方

いろいろな仕事を経験してみて自分に合う仕事
を見つけるために、施設外作業実習（企業や市
場、自営工場）をインターシップ的に体験するこ
とが大切！目で見て、感じて、ここで働きたいと
感じたところで、職場実習をする.

? 就職を前提としないトライヤルが必要.１度実習をした場所で

あっても、助成金制度が使えるようにしていただきたい.（ハロー
ワークが初回紹介をしたところでないと制度は使ない）



ＫＯＢＥ ＷＥＳＴ ＮＥＴのような施設、作業所、病院の連携が、
真に必要である.

「働く生活」を働き続けるためには、暮らしを支える連携を事業者
が、維持継続しつづることで、就労生活が可能となっている

就労支援を始めるにあたって、その企業の現場で、支援スタッフ
が実際に働くというシステム構築

ジョブコーチ的な 「仕事の切り出し」が可能

ネットワークは、キーパーソンがいるかどうかが、

大きなポイント

就労移行支援事業者が果している役割

スタッフの専門性の確保

関係機関との連携



今後の課題 ー就労移行支援事業者ー

Ａさんの事例の教訓は、全国に存在している.就労移行
できたのだが、なじめず福祉施設での「働き」を希望す
るケースは、ネットワークで受け止める.

受け止め方は、「暮らしの支え」が、まず基本に考え、
余暇支援も含め 連携を始めることが必要.

一時的にしろ、長期間にしろ、希望に応じた就労継続
支援事業が必要. 低賃金になることは、生活を支えら
れなくなる.

施設側の努力もさることながら、安定的で良質で、利益
が上がる仕事を就労継続支援事業に流れる仕組みが
不可欠

欧米、韓国では、すでに仕組みが、構築されている.
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平成１７年度 有効求人倍率（平均）

全国平均 0.98

青森県→0.42 静岡県→1.17
障害者就労支援への取り組みにも全国格差

ハローワークに登録しても、就職は実現でき
にくい障害のある方の「働く場」は、就労継続
事業を選択せざるを得ないのではないか。

企業内作業所・特例子会社の設置箇所数も
全国格差がある。



日本版保護雇用事業所
（社会就労センター）

就労継続事業の場に仕事を発注した場合は一定の
雇用率として反映できるという施策の必要性

１・８％の法定雇用率の未達成の際の雇用納付金１
名につき５万円を、その企業が就労継続事業所に
仕事に発注することで減額を認める等の方策が必
要である。

これらを制度化することで、就労継続事業の地域格
差が減少し高工賃の支給が可能になる

のではないだろうか



現行の連携施策について
ハローワーク

1. 職業訓練機能の不備（障害者
職業能力開発校の定員は慢性
的に埋まらず、修了後の就職率
ず、修了後の就職率は低い）
低い）

2. 就労相談体制の不統一性
（相談体制が労働部署と福祉部
署の二元体制になっている）

3. 就職斡旋体制の弱体性（公共
職業安定所・ハローワーク）の
人員体制の不備

4. 職業紹介機能だけに留まらず、
まらず、生活支援状態・余暇支
活支援状態・余暇支援等の情
報交換などを、しっかり役目を
果していくべきである。

就業・生活支援センター

1. 就労移行事業対象者のみを支援
するというスタンスでは、連携して
いくことは困難である。人生という
船の櫂を共に漕ぐスタンスが必須

2. 連携する力のあるマンパワー

3. ハローワークや施設、病院、作業
所、地域の個性を認めることができ
る力



現行の連携施策について
養護学校

進路指導担当者の専門性の確保

1. 生活訓練

2. 大人の暮らし

（体力づくり・あいさつ・言葉づかい・着
替え・掃除・片付け・日課に合わせて
生活できるか・集団の中の自分を位
置づけられる・自分の思っていること
ることを言える・わからないことは教え
は教えて欲しいと意思表示できる・報
告、連絡する力）

定時制高校内障害者

福祉と労働の間にいる事実

教育サイドは 対応しようする意思
はあるのか

教育現場で雇用される障害者

障害のある方を「マイノリティ」と
いう視点で見た場合、児童、青年
期の教育現場において、働いて
いる障害者の雇用確保は、人間
教育・社会教育の上でも、大変
重要な存在である。

施設

「ハローワーク」「地域障害者職
業センター」「障害者就業・生活
支援センター」「学校」との連携を
施設管理者が、率先してリー
ダーシップをとらねばならない。
らない。



誰もが「働いて暮らす」というあたりまえの社会を目指して

障害というハンディがあろうとも、誰しも同じ
人間として、互いの関係性を維持しながらの
「働いて暮らす」というあたりまえの日常生活
を望んでいる。 [  ノーマライゼーション ]

障害児教育の進路指導・福祉の就労移行・
労働の障害者雇用・・これら縦割り行政の歪
に被害を被るの障害のある当事者である。

近い将来に「障害者支援局」というような

行政一本化を強く期待する。
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つ

き添
そ

いについて～

　　　・基本的
き ほ ん て き

に全
ぜん

コースとも所属
し ょ ぞ く

施設
し せ つ

のスタッフ及
およ

びご家族等
か ぞ く と う

で対応
たいおう

していただきます。

　　　　短期
た ん き

コースのみ2日間
か か ん

の送迎
そうげい

・作業中
さぎょうちゅう

の付
つ

き添
そ

いを必須
ひ っ す

とし、中期
ちゅうき

・長期
ちょうき

　　　　コースに関
かん

しては対象者
たいしょうしゃ

の状況
じょうきょう

により個別
こ べ つ

に対応
たいおう

していただきます。

①西
⑦西神戸クリーニング
⑫西在宅福祉センター

⑧ひよどり台ホーム

②御影
⑤住吉（第1）
⑥住吉（第2）
⑪本山保育所

③摩耶
⑩灘在宅福祉センター

④割塚
⑨西部在宅障害者
　　　福祉センター
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※１・・・中
ちゅう

・長期
ちょうき

コースの実習
じっしゅう

時間
じ か ん

です。（　）内
ない

は、短期
た ん き

コースです。

　　　　　中
ちゅう

・長期
ちょうき

コースは作業
さぎょう

内容
ないよう

により終了
しゅうりょう

時間
　　じかん

に多少
たしょう

の変動
へんどう

があります。

９：００～１７：００（９：００～１５：００）

８：３０～１６：３０（８：３０～１４：３０）

９：００～１７：００（９：００～１５：００）

９：００～１７：００（９：００～１５：００）

８：３０～１６：００（８：３０～１５：００）

８：４５～１６：１５（８：４５～１５：００）

９：００～１６：００（９：００～１５：００）

９：００～１６：００（９：００～１５：００）

８：３０～１６：００（８：３０～１４：３０）

９：００～１６：００（９：００～１５：００）

　 センター

在宅
ざいたく

福祉
ふ く し

センター内
ない

清掃
せいそう

業務
ぎょうむ

⑥住吉
すみよし

（第
だい

2）
東灘区
ひがしなだく

鴨
かも

子
こ

ヶ原
はら

老人
ろうじん

ホーム内
ない

での

洗濯
せんたく

業務
ぎょうむ

⑦西
にし

神戸
こ う べ

≪自立
じ り つ

訓練
くんれん

事業
じぎょう

≫

④割
わり

塚
づか 中央区

ちゅうおうく

割
わり

塚
づか

通
どおり

クッキー・ケーキの

製造
せいぞう

・販売
はんばい

⑤住吉
すみよし

（第
だい

1）
東灘区
ひがしなだく

住吉本町
すみよしほんまち

老人
ろうじん

ホーム内
ない

での

洗濯
せんたく

業務
ぎょうむ

③摩耶
ま や 灘区

な だ く

摩耶
ま や

埠頭
ふ と う

化粧
けしょう

箱
ばこ

の組
く

み立
た

て

セットアップ作業
さぎょう

②御影
み か げ

①西
にし 西区

に し く

高塚
たかつか

台
だい

化粧
けしょう

箱
ばこ

の組
く

み立
た

て

セットアップ作業
さぎょう

東灘区
ひがしなだく

御影
み か げ

塚
つか

町
まち

ベルトコンベアーによる

セットアップ作業
さぎょう

～受
う

け入
い

れ先
さ き

事業所
じ ぎ ょ う し ょ

一覧
い ち ら ん

～

事業
じぎょう

所
し ょ

名
めい

所在地
し ょ ざ い ち

作業
さぎょう

内容
ないよう

実習
じっしゅう

時間
じ か ん

※1

≪自立
じ り つ

訓練
くんれん

所
じ ょ

≫

　 クリーニング
９：１５～１６：１５（短期

た ん き

コースの設定
せってい

なし）

⑧ひよどり台
だい

⑨西部
せ い ぶ

在宅
ざいたく

障害
しょうがい

 　ホーム
８：４５～１６：００（８：４５～１５：００）

西区
に し く

玉津
た ま つ

町
ちょう

老人
ろうじん

ホーム内
ない

での

洗濯
せんたく

業務
ぎょうむ

老人
ろうじん

ホーム内
ない

での

洗濯
せんたく

業務
ぎょうむ

北区
き た く

ひよどり台
だい

垂水
た る み

区
く

本
ほん

多聞
た も ん

灘区
な だ く

琵琶町
び わ ち ょ う

在宅
ざいたく

福祉
ふ く し

センター内
ない

清掃
せいそう

業務
ぎょうむ

在宅
ざいたく

福祉
ふ く し

センター内
ない

清掃
せいそう

業務
ぎょうむ

　 者
しゃ

福祉
ふ く し

センター

東灘区
ひがしなだく

岡本
おかもと

西区
に し く

春日台
かすがだい

保育
ほ い く

所
し ょ

内
ない

清掃
せいそう

作業
さぎょう

　 センター

⑫西
にし

在宅
ざいたく

福祉
ふ く し

⑩灘
なだ

在宅
ざいたく

福祉
ふ く し

⑪本山
もとやま

保育
ほ い く

所
し ょ
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～知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

トライアル実習
じっしゅう

～

　実習
じ っ し ゅ う

申込書
も う し こ み し ょ

の提出
て い し ゅ つ

（毎月
ま い つ き

20日
か

〆切
し め き り

）

　（FAXまたは郵送
ゆ う そ う

で）

　　　　　面接
め ん せ つ

日
び

の調整
ち ょ う せ い

　　　（担当者
た ん と う し ゃ

の方
か た

に電話
で ん わ

でご連絡
れ ん ら く

します）

　面接
め ん せ つ

　　　（コース選択
せ ん た く

・実習
じ っ し ゅ う

日程
に っ て い

の調整
ち ょ う せ い

）

実習
じ っ し ゅ う

終了後
し ゅ う り ょ う ご

は・・・

　　再受講
さ い じ ゅ こ う

…何度
な ん ど

でも受講
じ ゅ こ う

できます

　　職業
し ょ く ぎ ょ う

相談
そ う だ ん

…就労
し ゅ う ろ う

等
と う

に関
か ん

するご相談
そ う だ ん

に

　　  　応
お う

じます

～実習
じ っ し ゅ う

までの流
な が

れ～

実習
じ っ し ゅ う
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資料 2 神戸市保健福祉局障害福祉部 
提 出 資 料 

「はじめの一歩」実施成果報告書 

実習生名 K. S 年齢 ２６歳 療育手帳 B1 
施設利用の状況 ゼノの村 入所契約年月日・・平成１４年７月１日（当時２３歳） 

知的障害児童施設さわらび学園から入所 
受け入れ企業先 西神戸クリーニング 
実施期間 平成１７年９月１２日～平成１７年９月２７日 

「はじめの一歩」実習に到るまでの経緯   ～17 年 5 月

  今年度より自活訓練に取り組んでおられ ハローワークでの登録終了後 複数の実習及び能力

開発課で１ヶ月間の評価実習等意欲的に取り組まれておられました。 
  能力開発課での実習終了後 次への飛躍のためご本人の希望職種を考慮しご希望に添えること

が出来又訓練成果を生かせる実習先を模索しておりました。 
その時期に本人のご希望職種である介護関係の老人ホームでの実習も含まれる「はじめの一歩」

の募集案内を拝見しまして本人に打診しました。そして実習に挑戦したいと前向きの意思表示

を頂きましたので希望職種に近い「西神戸クリーニング」の実習に参加させていただきました。

  業務内容・・洗濯作業（リネン） 
実習先での本人の変化      １7 年 9 月 12 日～9 月 27 日 

  初めスピードは遅いでしたが 指導するとすぐに理解、段取り良く作業が出来る、後半は指示

をしなくても自らの判断出来る様になり判らないところは、進んで尋ね、とても前向きで意欲

的でした。との評価を頂きました。 
 

実習を終え、就労へ繋がった経緯     17 年 9 月 27 日～ 
 実習中の連絡ノートでホームヘルパー２級課程の終了証明書を頂ける福祉介護科の講習受講の

募集案内の情報を頂きました。 
すぐ取り寄せ考察し、本人と相談の上受講に応募することにしました。結果は入所利用者の応

募不可により受講はできませんでした。しかし、その間面接に向け真剣に勉強し 面接の練習

をされ、やるだけやったという満足感は持たれたようです。 
 実習終了後 就労について再度ご本人と話し合いの場をもちました。 
そこでは 介護関係の仕事は本人にとって不適切な仕事ではないが、必ずしも最良のお仕事で

もなく求人の需要も少ない、もう少し選択肢を広げても良いのではと助言させて頂きました。 
実習以前は介護職の職種を頑なに主張されておられましたが、「はじめの一歩」実習や上記等の

経験によりキャリア世界が広がられたらしく 希望職種の許容範囲が大きくなりもう少し柔軟

に考えていただける様になりました。（生きていくための仕事という理解が進みました） 
17 年 10 月 5 日 
ＫＯＢＥ ＷＥＳＴ ＮＥＴ 就労支援委員会からの、呼びかけについて本人に打診したとこ

ろ同意を得まして、本人と共に、西神ハローワークの挨拶及び、履歴書を持参し就労のお願い

に伺い ご本人の「仕事がしたい」「何でも頑張ります」と就労への強い意志をお伝えしました。

17 年 10 月７日 
その２日後に 西神ハローワークより受電 

 1



 2

Ｔ製作所（三木市内 工業用ゴムパッキンの製造）のご紹介をハローワークより頂き S さんの

面接受領の連絡をいただき、本人とともに面接に伺いました。 
  3 週間の実習後、仕事に対する本人の前向きな態度や挨拶、報告がしっかり伝えられることなど

  が評価され、パート契約を結ぶことが出来現在に至っています。（時給 ７５０円）「好きな仕 
事で面白い」と毎日生き生きと過ごされております。 
 直接「はじめの一歩」の体験から、当初の自分の希望職種の視点が広がりました。 
 あこがれていた介護の仕事の経験が出来たという満足感、実習を通して世界が広がったよう

です。「はじめの一歩」職場実習で福祉現場では味わえない厳しい社会指導を受け、がんばり終

了できたという自信及び達成感が本人に色々な変化を生み出し職種を見直す転機になり、次ぎ

え向かうという新たな出発点に立てたと感じています。 
この「はじめの一歩」事業で体験できたことは、こだわりが強い知的障害者の就労支援の方

向性を整理していただく上で、施設内だけの価値判断ではなく、より広い視野で、多くの方の

ご意見を 本人・スタッフともに聞く機会を得たことが、本人の変化につながり、「前向き」に

就労を捉えていただけたことと、感じています。 

暮らし支援 
 樅の木福祉会 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「陽だまり」神戸市市営押部谷住宅に入居（平成 17 年 11 月 30 日～）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 余暇支援については、居宅介護支援事業所「ほかほか」にて、支援継続中 

収入 支出 

障害基礎年金 ￥ 66,208－ 家賃 ￥10,000－ 
給与 ￥123,244－ 光熱水費 ￥10,000－ 

― ― 食事代 ￥25,000－ 
― ― 定率負担 ￥0 
― ― 定期代 ￥13,250－ 
― ― 携帯電話代 ￥10,000－ 

￥189,452―           ￥68,250― 

差引残高 ￥121,202―  

 
 


	資料３　授産施設の就労移行支援の連携について.pdf
	資料３ .pdf
	社会福祉法人　樅の木福祉会
	神戸市西区について
	ゼノの村�　　　　施設種別［知的障害者入所授産施設］
	支援実施体制
	ＫＷＮ就労支援委員会
	就労移行事業事例２
	就労移行支援の考え方
	今後の課題　ー就労移行支援事業者ー
	平成１７年度　有効求人倍率
	日本版保護雇用事業所�　　　　　　　　　（社会就労センター） 
	現行の連携施策について
	現行の連携施策について
	誰もが「働いて暮らす」というあたりまえの社会を目指して

	3-1.pdf
	3-2.pdf
	3-3.pdf
	3-4.pdf

	資料３　授産施設における就労移行事業.（東馬場委員）.pdf
	社会福祉法人　樅の木福祉会
	神戸市西区について
	ゼノの村�　　　　施設種別［知的障害者入所授産施設］
	支援実施体制
	ＫＷＮ就労支援委員会
	就労移行事業事例２
	就労移行支援の考え方
	今後の課題　ー就労移行支援事業者ー
	平成１７年度　有効求人倍率（平均）
	日本版保護雇用事業所�　　　　　　　　　（社会就労センター） 
	現行の連携施策について
	現行の連携施策について
	誰もが「働いて暮らす」というあたりまえの社会を目指して




