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―はじめに― 
 

県では、障害のある人がその人らしく暮らせる社会の構築を目指して、障害者  

基本法に基づく障害者計画と障害者総合支援法に基づく障害福祉計画を一体的に 

策定した「第八次千葉県障害者計画」を令和６年３月に策定し、これに基づく様々

な施策を実施しています。 

 

障害のある人がその人らしく暮らせる社会を実現するには、障害のある人が自ら

の価値観に基づく「働き方」や「生き方」を追求し、多様な働き方を選択できるこ

とが必要です。 

また、障害のある人が社会参加・社会貢献を果たし、地域で自立した生活を送る

ための基盤として、就労支援は重要であり、一般就労を希望する人には一般就労に

向けた支援を行うとともに、一般就労が困難である人には、就労継続支援事業所等

の工賃（賃金）の水準が向上するように、それぞれ支援していくことが必要です。 

 

工賃（賃金）向上への取組は、障害のある人の工賃（賃金）水準を引き上げる   

ことを通じ、障害年金をはじめとする社会保障給付等による収入と合わせて、地域

において障害のある人が自立した生活を実現するという観点から、推進していく 

必要があります。 

 

県では、これまでも平成１９年度に策定した「ちば工賃向上チャレンジプラン」、

平成２４年度に策定した「千葉県工賃向上計画」、平成２７年度、平成３０年度、  

令和３年度に策定した「千葉県工賃（賃金）向上計画」に基づき、工賃（賃金）向上

に資する取組を推進してきました。 

 

今回新たに策定する計画は、これまでの就労支援の取組実績や、県内の事業所の 

工賃（賃金）が低い水準にあることなどを踏まえ、県としてより充実した取組を進め

ていくため、令和６年度から令和８年度までの３か年を計画期間として策定するも

のです。 

 

本計画では、県全体の目標工賃（賃金）を掲げるとともに、その目標を達成するた

めの支援施策を定めましたが、工賃（賃金）向上のためには、全ての事業所が県の計

画を踏まえて工賃（賃金）向上計画を作成し、工賃（賃金）向上に向けた取組を主体

的に充実させていくことが必要です。 

 

県は、工賃（賃金）の向上を図ることで障害のある人の自立を支援するとともに、

事業所経営の安定化及び職員、利用者の意欲向上に結び付け、更なる福祉サービス

の質の向上を図ります。今後も障害のある人が可能性を十分に発揮し、活躍できる

社会づくりの推進を目指していきます。 
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１ 計画策定の趣旨                              

この計画は、障害福祉サービス事業所（以下「事業所」という。）で働く障害の   

ある人が、「働く喜び」や、「感謝される喜び」、「社会のために貢献している感覚」

を得ながら地域で自立した生活を実現できるよう、これまでの実績等を踏まえ県が

取り組む工賃（賃金）（*1）向上のための基本的な考え方を明らかにするとともに、

計画の対象となる事業所に対し、工賃（賃金）向上のための具体的な支援策を示す

ことを目的に策定します。 

 

２ 計画の位置付け                              

本計画は、国の「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」（以下「基本  

指針」という。*2）等に基づき策定するものであり、令和６年３月に策定した「第八

次千葉県障害者計画（令和６年度～令和８年度 ）」に掲げる数値目標を達成するため

の具体的な取組を示す計画として位置づけます。 

 

３ 計画期間                                 

計画期間は、令和６年度から令和８年度までとします。 

 

４ 計画の対象となる事業所                             

（１）賃金向上計画について（第八次千葉県障害者計画（県独自の取組）に基づく） 

・就労継続支援Ａ型事業所 

 

（２）工賃向上計画について（基本指針・第八次千葉県障害者計画に基づく） 

・就労継続支援Ｂ型事業所 

（※ なお、就労継続支援Ｂ型事業所を原則としますが、就労継続支援Ａ型事業所

（雇用契約を締結していない利用者に係るものに限る。以下、同じ。）、生活介護

事業所（生産活動を行っている場合。以下同じ。）、地域活動支援センターのうち

「工賃向上計画」を作成し、積極的な取組を行っており、工賃の向上に意欲的に

取り組む事業所については、本計画（県の支援施策）の対象とします。） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 計画の策定の基本的な考え方 



２ 

 

 

 

 

 

県では、工賃向上計画支援事業を中心に、以下の取組を行ってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）対象事業所への支援の取組                         

①工賃（賃金）向上計画のＰＤＣＡサイクル確立に係る支援 

事業所に評価調査員（中小企業診断士等）を派遣し、事業所が作成した「工賃（賃

金）向上計画」に沿って事業が実施されているか、計画が有効に機能しているかに

ついて確認・評価を行うとともに、改善の助言等を行う（以下、「有効性評価」と

いう。）ことで、事業所の「工賃（賃金）向上計画」のＰＤＣＡサイクルが確立さ

れるよう支援しました。 

また、有効性評価を実施した事業所に対して、年１回、事業の実施状況の確認及

び課題解決に向けたアドバイス等を行うフォローアップ訪問を実施しました。さ

らにフォローアップ訪問だけでなく、継続的な支援を希望した事業所に対し、年数

回訪問し、個別具体的な課題解決に向けた支援を実施しました。 

 

有効性評価等の実績 

（延べ実施事業所数） 
令和３年度 令和４年度 令和５年度 

有効性評価 14 16 20 

フォローアップ訪問 83 68 89 

第２章 これまでの取組実績と課題 

（１）対象事業所への支援の取組 

（２）官公需等の促進 

（３）共同受注の推進 

（４）農福連携の推進 

（５）関係機関等との連携・ＰＲ、ネットワーク構築 

（６）市町村における取組への協力依頼 

１ 前「千葉県工賃（賃金）向上計画（令和３年度～令和５年度）」における 

主な取組実績 



３ 

②知識・技術向上の支援（説明会や研修会等の実施） 

○就労継続支援事業所（Ａ型、Ｂ型）の管理者等を対象に、工賃（賃金）向上計画

シート*の活用方法など、工賃（賃金）向上に資する研修会を実施しました。ま

た、経営力強化（会計やインボイス導入等）の研修会、知識・技術力向上（衛生

管理や陳列などの販売基礎等）の研修会を行いました。 

*千葉県で独自に定めている工賃（賃金）向上計画を作成するための様式 

 

○衛生管理、栄養成分分析、賞味期限検査、会計相談などの個別相談を行いました。 

また、商慣行を把握していない事業所が散見されたことから、共同受注窓口や

常設店等で取引を行う際などの機会を捉えて、契約書や請求書等の作成、商品

のパッケージや表示作成に関することなどについて、個別具体的に支援しまし

た。 

 

○就労支援事業会計の仕組みや設置基準等、就労継続支援Ａ型Ｂ型事業所の職員

として理解しておくべき情報の共有を図りました。 

研修会等の実績 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

研修会（回） 5 10 2 

個別相談（回） 11 9 10 

  

③販路・受注拡大の推進 

○合同販売会の開催等 

複数の事業所による合同販売会を実施し、事業所の商品等の認知度向上と販

売促進を図りました。また、地域イベント等において、事業所の商品を販売する

ことにより、受注拡大を図るとともに、県民に活動や商品をＰＲしました。 

合同販売会等の売上実績 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

合同販売会 

実施回数 12 13 13 

延べ参加事業所数 40 58 71 

売上（千円） 1,575 2,224 2,232 

地域イベント等 売上（千円） 656 710 1,378 

 

○直営店舗の運営 

千葉寺及び県庁中庁舎（福祉ショップ「はーとふるメッセ」）において、事業

所の商品を販売し、県民等の購入促進を図りました。  

                                                         （単位：千円）       

直営店舗の売上実績 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

売上 14,353 16,113 16,554 

 

○県庁や企業等での商品の設置販売 

県庁や企業内に、事業所で作られた菓子等を販売する「はーとふるボックス」

を設置し、継続的な購入促進を図りました。 



４ 

                                 （単位：千円） 

はーとふるボックス売上実績   令和３年度 令和４年度 令和５年度 

企業内の売上 163 170 179 

県庁内の売上 343 233 205 

※企業内は、平成 28 年 12 月から設置。 

※県庁内は、平成 30 年 3月 19 日から設置。 

 

④モデル事業所の育成、先進事例の紹介 

令和２年度以降、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、モデル事業

所見学や事業所に訪問して実施する個別相談等は実施できませんでした。 

なお、共同受注窓口において取り扱う案件の中でも印刷や物品の調達について

はニーズが高い業務の一つですが、一方で対応できる障害者就労施設は非常に

少なくニーズと供給のミスマッチが散見されることからセミナーの開催を通し

て先行事例を紹介し、今後、対応できる事業所を支援できるよう情報を共有し

ました。 

・ 令和４年度 印刷業務情報交換会 参加事業所 37（48 名） 

・ 令和５年度 2 事業所について印刷業務と物品調達について支援 

     

 

（２）官公需等の促進                              

①官公需の促進 

○調達方針の策定 

「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律」（以下、     

「障害者優先調達推進法」という。）に基づく県の調達方針を策定するとともに、 

県の全機関（出先機関を含む）に対して、障害者就労施設等（*3・4）への発注 

   が可能な物品・役務について調査し、発注促進を図りました。 

 

  ○説明会等の開催 

   県の各機関及び市町村の職員向けに、調達事例の紹介や、障害者優先調達推進 

法に係る制度の説明会を開催しました。 

 また、令和４年度には、障害者優先調達推進法の周知と理解促進を図り、多く 

の福祉事業所が優先調達に取り組めるよう、先行事例の紹介なども含めたセミナ

ーを開催しました。 

・令和４年度 優先調達セミナー 参加事業所 60 

 

＜県及び市町村の調達実績＞ 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

県 
発注件数（件） 285 312 301 237 

発注金額（千円） 17,194 23,275 24,903 22,782 



５ 

市町村 
発注件数（件） 934 831 760 903 

発注金額（千円） 150,316 173,484 174,467 198,502 

 

②障害者就労施設等ポータルサイトの活用 

障害者就労施設等の物品等の情報が掲載されている千葉県障害者就労事業振興

センター（以下「振興センター」という。）のポータルサイト「チャレンジド・   

インフォ・千葉」により、受発注のマッチングを促進しました。 

 

③県庁展示スペース等での掲示 

  県庁中庁舎と本庁舎をつなぐ１階廊下に面した展示スペース内では、常時、振興

センターから推薦のあった障害者就労施設等の物品の展示を行っています。また、

期間限定で本庁舎１階連絡通路にて官公需や工賃向上に関するパネル掲示を行い、

広く啓発に努めました。 

 

（３）共同受注の推進                              

振興センターに共同受注窓口を設置し、官公庁や企業からの封入作業や印刷・

製本作業等の大口契約を受注し、複数の事業所で対応しました。また、事業所に対

する受注調整・仲介や業務斡旋を行いました。 

また、商慣行を把握していない事業所が散見されたことから、ビジネスマナー

や見積書、請求書の作成に関することなどについて、個別具体的に支援しました。    

共同受注の実績（形式別） 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

契約型 
延べ事業所数 318 561 441 

売上（千円） 34,362 25,400 49,111 

調整・仲介斡旋型 
延べ事業所数 61 77 105 

売上（千円） 13,702 25,497 27,530 

計 
延べ事業所数 379 638 546 

売上（千円） 48,064 50,897 76,641 

    契約型：振興センターと企業が契約を締結し、業務の一部を事業所に委託（契約主体：振興センター） 

調整・仲介斡旋窓口型：振興センターが企業に事業所を紹介し企業と事業所間の調整を振興センターが行っ

た上、契約は企業と事業所で締結したもの（契約主体：各事業所） 

 

（４）農福連携の推進 

農業を行う事業所に対し、農業技術の専門家の派遣や、受注業務の斡旋を行い、

利用者の農業技術の向上による活動の場の拡大を図るとともに、障害者への理解

を促進しました。 

また、令和５年度からは、農業者と福祉事業所の間に入り、作業がしやすいよ

うサポートするだけでなく、地域の農業関連情報を取りまとめ、農福連携に取り組

みやすい環境を整える「農福連携コーディネーター」を配置し、派遣する新たな取

組を開始しました。 
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なお、各種取組の推進に当たっては、農業関係者と福祉関係者で構成されるプ

ロジェクトチームにおいて取組状況を報告し、意見交換や情報交換を行いながら

実施しました。 

 

○農業技術者の派遣実績 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延べ事業所数 6 5 8 

派遣回数（回） 19 9 49 

 

○受注業務斡旋の実績 ＊注 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延べ事業所数 21 14 26 

売上（千円） 1,226 920 741 

*注 国庫事業「令和２年度農村漁村振興交付金（農福連携対策）」を活用し、農業者が

試行的に障害者への作業請負などを実践することができる農福連携実証試験（お

試しノウフク）の取組が含まれています。 

    

   ○農福連携コーディネーターの派遣実績 

令和５年度 99 件（農福連携コーディネーター3 名） 

    

○「ちば農福連携マルシェinペリエ千葉」の開催 

 千葉県における「農業」と「福祉」の連携についてその取組を県民に周知する

とともに、千葉の農産品や加工品を紹介して購入を促進するため、「ちば農福

連携マルシェinペリエ千葉」を開催しました。 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延べ事業所数 17 16 17 

売上（千円） 1,470 1,362 1,523 

 

○農産物や加工品の販売 

千葉市の公共施設である「千葉市ハーモニープラザ」内にある「はーとふる 

メッセ千葉寺店」千葉県庁内にある「はーとふるメッセ県庁店」、他イベント

等において、事業所で生産した農産物等の販売を行いました。 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延べ事業所数 10 12 13 

売上（千円） 1,334 1,025 953 

 

（５）関係機関等との連携・ＰＲ、ネットワーク構築 

○行政機関や企業に対し、事業所の物品等の周知を図るため、障害者就労施設で 

構成される千葉県社会就労センター協議会の商談会・展示会、行政関係者向け説

明会への参加等について、関係機関に働きかけました。 
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○県庁本庁舎１階廊下に面した展示スペースに、ソーシャルプロダクツアワード

2021 年度受賞商品を展示しました。 

 

○工賃向上や農福連携等の取組について、関係機関等に周知するため、会議や意見

交換会にて事例報告等を行いました。 

参加回数 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

（回数） 7 5 21 

 

（６）市町村における取組への協力依頼                                           

地域で障害のある人を支える仕組みを構築することが重要であることなどから、 

市町村に対して、障害者優先調達推進法に基づく調達方針の策定等について依頼

しました。 

 

調達方針策定状況 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

策定市町村数 54 54 54 

    ※ 全５４市町村 
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２ 賃金の実績と課題（就労継続支援Ａ型）                    

（１）賃金の状況 

就労継続支援Ａ型事業所の賃金の推移等については、表のとおりとなっており、 

最低賃金を支払うために自立支援給付費や別の会計等から資金を充当している 

事業所は、令和４年度において５６か所あります。 

 

    ＜就労継続支援Ａ型事業所における賃金の推移等＞ 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

賃金月額 76,114 円 78,830 円 78,090 円 

賃金時間額 961 円 1,007 円 1,017 円 

対象者延人数（月） 27,447 人 30,157 人 33,429 人 

対象事業所数 97 か所 102 か所 129 か所 

[内最低賃金減額特例事業所数]* － 4 か所 3 か所 

充当有の事業所数 － 54 か所 56 か所 

    *一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に使用者が都道府県労働局長

の許可を受けることを条件として、個別に最低賃金の減額の特例が認められる制度

の適用を受けている事業所数。 

 

（２）賃金向上（運営改善）の課題 

就労継続支援Ａ型事業所については、以下の点などが求められています。 

○生産活動に係る事業収入から必要経費を控除した額が、賃金の総額以上とな 

ること 

○利用者に支払う賃金及び工賃の額について、原則、自立支援給付費から充当 

してはならないこと 

○利用者に対してその希望を踏まえた就労の機会の提供を行わなければなら 

ないこと 

多くの就労継続支援Ａ型事業所において最低賃金を支払うために、自立支援給

付費や別の会計等から資金を充当している状況等を踏まえると、引き続き、同事

業所は、利用者の希望を踏まえた就労の機会の提供を行うとともに、事業開拓、

販路・受注の拡大等を行うことが求められることから、より一層の経営・運営改

善を図る必要があります。 

   なお、令和３年度～令和５年度の一部期間については、新型コロナウイルス感

染症により生産活動収入の減少の影響を受けたと認められるときには、自立支援

給付費を賃金及び工賃の支払いに要することができる旨の通知が出ています。 
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３ 工賃の実績と課題（就労継続支援Ｂ型）                                   

（１）工賃の状況 

県内の就労継続支援Ｂ型事業所の数は、年々増加し、令和４年度においては、 

４８１か所となっています。また、県の平均工賃月額は、年々増加しているものの、

全国の平均工賃月額を下回る状況が続いています。 

また、前「千葉県工賃（賃金）向上計画（令和３年度～令和５年度）」に 

基づき、工賃向上の取組を行ってきたところ、目標時間額は達成しましたが、目標

月額を達成することはできませんでした。 

 

＜就労継続支援Ｂ型事業所における平均工賃月額の推移等＞ 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

目標工賃月額 17,000 円 15,215 円 16,107 円 

目標工賃時間額 213 円 205 円 217 円 

平均工賃月額 13,477 円 14,572 円 15,371 円 

平均工賃時間額 191.7 円 226 円 219 円 

 

対象者延人数(月) 88,700 人 91,992 人 104,020 人 

対象事業所数 410 か所 439 か所 481 か所 

 

全国平均工賃月額 15,776 円 16,507 円 17,031 円 

千葉県の全国順位 44 位 44 位 42 位 

 

（２）工賃向上の課題 

目標工賃月額に到達できなかった原因としては、工賃向上計画支援事業を委託 

している振興センターを通じて把握した状況から、次のような点が考えられます。 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

特に、商慣行を知らない福祉事業所が多く、共同受注窓口での取引においても見

積書・納品書・請求書の書き方から支援する機会が増えているほか、福祉事業所が

直接契約して受注している場合や自主製品販売の場面において、取引先等との信頼

関係が構築できていない様子も見受けられます。  

また、新設事業所だけでなく、就労支援事業会計の仕組み等を理解していない福

祉事業所も散見され、正確な工賃（賃金）実績が計上できないケースもありました。 

【目標を達成できなかった主な原因（課題）】 

・高収益な仕事や、営業力や販路がない。 

・事業所職員が、工賃向上の意義や向上策を十分に理解していない。 

・商慣行を知らない事業所が多い。 

・発注側（行政や企業）のニーズと供給側（事業所）の製品やサービス 

の不一致（需給ギャップ）がある。 

・運営法人における人材育成体制が整っていない。 

・事業所やその製品等について、広く社会一般に認知されていない。 

参
考 
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４ 官公需の実績と課題                               
（１） 官公需の状況（再掲） 

千葉県庁の官公需の実績については、令和２年度には、過去１０年間で最高

件数となり、令和３年度に最高額となりましたが、令和４年度はいずれも前年

度実績を下回る結果となりました。一方で、千葉県内の市町村による調達金額

は年々増額しており、特に令和４年度には大幅に金額が増額しました。 

 

【再掲】＜県及び市町村の調達実績＞ 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

県 
発注件数（件） 285 312 301 237 

発注金額（千円） 17,194 23,275 24,903 22,782 

市町村 
発注件数（件） 934 831 760 903 

発注金額（千円） 150,316 173,484 174,467 198,502 

 

（２） 官公需向上の課題と対応 

令和２年度の県庁内官公需実績の調査と並行して庁内各課に障害者就労施設

への発注が難しい理由について、選択式で回答を得た結果は以下のとおりとな

りました。 

最も高い割合となったのは、「必要とする商品・サービスが無いから」次いで

「必要とする商品・サービスが割高だから」となりました。 

また、具体的な課題について聞いたところ、「予算、納期に対応できる発注先

があるのか分からない」との意見があったことから、引き続き県庁内で発注を

行った内容や納期、完成品に対する評価などを取りまとめ、庁内で参照できる

ようにするなどの対応を継続していきます。 

障害者就労施設への発注が難しい理由

その他 回答数６２

契約等の手続が複雑だから 回答数１４

契約の手続が分からないから 回答数１７

どのような商品・サービスがあるのか知らないから 回答数３３

必要とする商品・サービスが割高だから 回答数６５

（複数回答）

必要とする商品・サービスが無いから             回答数８５ 
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年度ごとに工賃（賃金）の着実な向上を図り、計画期間内で目標額の達成を目指す

ため、各年度の目標は、対象事業所ごとに以下のとおりとします。 

 

１ 就労継続支援Ａ型事業所                          

   就労継続支援Ａ型事業所については、千葉県内の企業に適用される最低賃金額

以上の賃金を目標とし、事業の適正化を図るため、生産活動に係る事業収入から

必要な経費を控除した額に相当する金額を賃金の総額以上とするとともに、賃金

を自立支援給付費から支払わないことも目標とします。 

 （参考）令和６年１０月現在  最低賃金１，０７６円 

     ※今後最低賃金が変更になった場合にはその賃金とする。 

 

２ 就労継続支援Ｂ型事業所（月額及び時間額）                 

就労継続支援Ｂ型事業所の目標工賃月額については、第八次千葉県障害者計画

において、新型コロナウイルス感染症等の影響から第七次千葉県障害者計画の目

標達成が困難であると見込まれることを考慮し、令和５年度目標値と令和８年度

目標値を同額としました。 

目標時間額については、令和４年度の月額の実績から、令和８年度の月額の目標

額までの伸び率を勘案して設定しました。 

区分 
各年度の目標工賃 

（月額） （時間額） 

令和４年度（実績） 15,371 円 219 円 

令和６年度 16,185 円 230 円 

令和７年度 16,592 円 236 円 

令和８年度 17,000 円 241 円 

   

＜参考＞ 県内官公需の数値目標（第八次千葉県障害者計画より） 

 令和４年度 

（実績） 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

県 
発注件数（件） 237 288 313 339 

発注金額（千円） 22,782 27,642 30,072 32,502 

市

町

村 

発注件数（件） 903 1,048 1,193 1,338 

発注金額（千円） 198,502 240,848 262,023 283,196 

 

第３章 計画の目標 
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１ 各事業所における取組                           

○工賃（賃金）向上については、これまでも各事業所で取り組まれてきたところで

すが、障害のある人が地域において自立した生活を実現できるようにするため、

工賃（賃金）の更なる向上に取り組むことは重要な課題であり、事業所は、こう

した利用者の希望をかなえる取組を進めることが求められるとともに、主体的に

工賃（賃金）向上に取り組むことが何よりも重要です。 

○令和３年４月の報酬改定により、従来どおりの平均工賃月額に応じた報酬体系

である就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅰ）（Ⅱ）と、新たに設けられた利用者の

就労や生産活動等への参加をもって一律に評価する報酬体系である就労継続支

援Ｂ型サービス費（Ⅲ）（Ⅳ）の２種類の類型となりました。このことについて、

「算定する基本報酬にかかわらず、就労継続支援Ｂ型事業所は、特別な事情がな

い限り『工賃向上計画』を作成することとしているため、引き続き、すべての就

労継続支援Ｂ型事業所に対し計画の作成を周知する」と厚生労働省から通知され

ています。このため、全ての就労継続支援Ｂ型事業所において工賃向上計画を作

成するものとします。 

就労継続支援Ａ型事業所については、令和３年４月の報酬改定により「１日の

平均労働時間」の評価以外にも、「生産活動」「多様な働き方」「支援力の向上」

「地域連携活動」の観点から成る各項目の総合評価により基本報酬の算定を行う

こととなりました。一方、第八次障害者計画では「生産活動」の項目に重点を置

き、就労継続支援Ａ型事業所が条例の基準を満たしていること（自立支援給付費

から賃金に充当を行っていないこと）を引き続き数値目標としました。このため、

生産活動に関連がある賃金向上計画は全ての就労継続支援Ａ型事業所を対象と

して作成するものとします。 

作成に当たっては、一個人や限られた者だけで作成するのではなく、事業所職

員全体で検討し、利用者及び家族の理解を得ながら策定する必要があります。策

定後の計画の推進に当たっても、職員全体で検討し、工賃（賃金）向上に向けて、

改善が図られるような体制を作っていくことが必要です。 

○各事業所においては、利用者一人ひとりの就労及び生活における課題や希望を

把握して、事業所における課題を整理し、工賃（賃金）向上計画の目標の実現を

目指すことが求められるとともに、令和３年度・障害福祉サービス等報酬改定に

より、一般就労への高い移行実績や地域連携の取組みへの評価を行う報酬体系

になったことなども考慮する必要があります。 

○工賃（賃金）向上のためには、管理者の強い意志に基づく強力なリーダーシップ

が不可欠であるとともに、自らが先頭に立って受注に向けた努力を行うことが

必要です。 

 
 
 

第４章 目標の達成に向けて各事業所で行う取組 
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２ 工賃（賃金）向上計画の作成及び報告                       

国の基本指針では、計画の対象は就労継続支援Ｂ型事業所とされているため、

「工賃向上計画」に盛り込む事項、作成にあたっての留意事項を踏まえ取り組む

こととします。また、工賃（賃金）向上計画については同指針の取扱いに従い、

県に提出し事業所のホームページ広報誌を通じて公表することとします。 
なお、就労継続支援Ａ型事業所も、本取扱いに準じることとします。 

 
３ 工賃（賃金）向上計画の公表                              

事業所の工賃（賃金）向上計画及び工賃（賃金）実績については、各事業所の 
ホームページや広報誌を通じて公表することとします。なお、各事業所の平均 

工賃（賃金）目標額及び実績額等は、県のホームページに掲載します。 

 

 ４ 工賃（賃金）向上計画の見直し                          

事業所は作成した工賃（賃金）向上計画について、必要に応じて見直し、修正 

できることとし、修正を行った場合は、県へ報告するものとします。 

【令和６年度報酬改定について】 

令和６年４月の報酬改定により、平均工賃月額が高い区分の基本報酬の単価が

引上げられ、低い区分の単価が引下げられたほか、利用日数が少ない方を多く受

け入れる場合があることを踏まえ、平均工賃月額の算定方法が見直されました。 

 また、経営状況の改善や一般就労への意向等を促すためスコア方式が７項目に

なるなど見直しが図られました。 

【各事業所における取組に当たっての留意点】 

サービス管理責任者が利用者の個別支援計画を作る際には、アセスメントを適

切に実施し、事業所の工賃（賃金）向上計画及び利用者のサービス等利用計画を

踏まえる必要があります。作成後も、定期的にモニタリングを行い、利用者の希

望や適性について配慮する必要があります。 
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県では、これまでの取組実績や課題を踏まえ、目標の達成に向けて次の取組を行い

ます。具体的な取組については、工賃向上計画支援事業を中心に推進していきます。 

近年、就労継続支援事業所では、社会福祉法人のほか株式会社など様々な分野から

の参入が増加し、利用者にとっては事業所の選択肢が増える一方で、利用者の意向に

沿った支援が行われていないなど、支援の質の低下が課題となっており、質の確保に

向けた取り組みが求められています（第八次千葉県障害者計画「6 障害のある人の一般

就労の促進と福祉的就労の充実」より抜粋）。 

就労継続支援事業所にとって、利用者支援とは「仕事」を通しての関わりになるこ

とから利用者の個別支援計画と工賃（賃金）向上計画は連動していることを、まずは

就労継続支援事業所で働く職員が理解できるよう支援します。 

その上で利用者にとってやりがいのある仕事を就労継続支援事業所が継続的に提供

できるよう、仕事の紹介等を実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 対象事業所への支援の取組                            

（１）工賃（賃金）向上計画のＰＤＣＡサイクル確立に係る支援 

就労継続支援Ｂ型事業所に対しては、事業所が作成した「工賃（賃金）向上   

計画」が、有効に機能しているかについて確認・評価（有効性評価）を行うことに

より、同計画のＰＤＣＡサイクルが確立されるよう支援します。 

また、就労継続支援Ａ型事業所に対しては、有効性評価を通じて、①生産活動に

１ 対象事業所への支援の取組 

（１）工賃（賃金）向上計画のＰＤＣＡサイクル確立に係る支援 

（２）知識・技術向上の支援（説明会や研修会等の実施） 

（３）販路・受注拡大の推進 

（４）障害者就労施設等ポータルサイトの活用 

（５）先進事例の紹介 

２ 官公需等の推進 

  （１）官公需の推進 

（２）障害者就労施設等ポータルサイトの活用（再掲） 

３ 共同受注の推進 

４ 関係機関等との連携・ＰＲ等 

（１）関係機関等との連携・ＰＲ、ネットワークの構築等 

（２）包括協定締結企業との連携強化 

５ 他産業との連携の推進 

  （１）農業技術の専門家派遣等 

 （２）農福連携の体制構築等 

（３）様々な産業との連携拡大 

６ 市町村における取組への協力依頼 

第５章 目標の達成に向けて県等が行う取組 



１５ 

係る事業の収入から必要経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う  

賃金の総額以上になること、②賃金を自立支援給付費から充当しないこと、③令和

６年度の報酬改定により加わった７つの観点から成る各項目の総合評価をもって

実績とする方式（スコア方式）について助言すること、などの運営体制の確立の 

ため、支援等を行います。 

また、有効性評価のフォローアップ後、さらに支援が必要な事業所に対しては工

賃向上計画で立てた目標を達成するために、個々の事業所における課題解決に向

けた支援を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 知識・技術向上の支援（説明会や研修会等の実施）  

① 研修等の実施           

工賃向上計画支援事業（振興センター）において実施する研修や個別相談の  

活用及び事業内容に適した専門家（企業ＯＢを含む）等による研修、専門家の派遣

等による技術指導や個別相談等により、事業所の経営者、管理者、職員の意識改革

や技術・ノウハウの習得を図るとともに、新たな商品開発やサービスの提供商品の

質の向上等を図ります。また、就労支援事業会計の仕組みと日々の会計処理につい

ての研修を行い、制度の徹底と不適切な会計処理を未然に防ぎ、利用者の工賃（賃

金）増を図るなど適切な支援を行います。 

 

＜工賃向上計画支援事業における主な研修等＞ 

  ○研修 

研修会 工賃（賃金）向上に資する研修 

会計講座 法人の会計基準に関する講座 

コンプライアンスセミナー 商品等に関する法令、法令遵守に関するセミナ

ー 

農業技術支援 農福連携のための訪問支援・研修 

   

 ○個別相談 

会計等の相談 会計処理、決算等の相談 

人材育成等の相談 人事考課導入等、人材育成に関する相談 

コンプライアンス相談 商品表示の適法性に関する相談、栄養成分分

析、賞味期限検査の仲介 

農業なんでも相談 農業及び農産加工品に関する相談 

【有効性評価の実施手順（①➟②➟③】 

① 事業所は「工賃（賃金）向上計画の有効性評価票」により自己評価を行います。 

② 評価調査員（中小企業診断士等）は事業所を訪問し、自己評価を基に事業所の「工賃（賃金）

向上計画」の実施状況についてヒアリングを行い、助言等を行います。 

③ ヒアリングを基に記載した評価報告書を事業所に送付し、アンケートを行った上で、フォ

ローアップのため、再度、事業所を訪問し、助言等を行います。 
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陳列・POP 等販売活動にお

ける相談 

専門家による陳列や POP 等に関する訪問支援 

 

② 訪問支援 

就労継続支援事業所で就労支援事業会計の理解がされておらず、不適正な会計

処理（明細未作成・福祉会計からの補填・積立等）がされ、結果として、利用者の

工賃（賃金）に反映されていないケースが見受けられます。 

また、新設事業所や低工賃事業所では何をどうしていいか分からないという相

談が多く、そのような事業所に対して研修型で支援しても意欲の高い事業所しか

参加しないため、結果的には就労継続支援事業所として必要な帳票等がないまま、

運営している状況です。 

そこで、就労支援事業会計の仕組みと日々の会計処理についての説明を行い、制

度の徹底と不適切な会計処理を未然に防ぎ、利用者の工賃（賃金）増をはかったり、

新設事業所および低工賃事業所へ訪問し、丁寧なヒアリングを通じて課題を把握

し、適切な支援を行います。 

 

（３）販路・受注拡大の推進                                                        

  ア 企業等からの受注拡大 

 企業等からの仕事（施設外就労を含む）を仲介・斡旋、もしくは単価等の交渉

をした上で紹介し、企業等と福祉事業所が直接契約できるよう支援します。 

イ 合同販売会の実施 

複数の事業所による合同販売会を実施し、事業所の商品等の認知度向上と販 

売促進を図るとともに、販売力及び商品力の向上を目指します。 

また、障害者就労支援関係団体等が実施する販売会等のイベントに協力し、

事業所と企業等とを結びつける取組を推進します。 

ウ 直営店舗の実施 

県庁中庁舎等において、事業所の商品を販売するとともに、市場のニーズを 

把握・研究し、商品作りに活かします。 

エ 県庁や企業等への商品の設置販売 

販路拡大の取組として、県庁や企業に、事業所で作られた菓子等を販売する  

「はーとふるボックス」を設置するとともに、商品や製造にかかわる事業所の 

広報や各設置場所における売上分析などを通じ、売上向上を目指します。 

  オ 営業強化による仕事提供及び事業所の受注における支援 

新設事業所増加に伴い、仕事が軌道に載っていないもしくは低単価の受注業

務を行っている事業所が増加し、また、そのような事業所に対して、仕事の斡旋

が追いついていない状況が続いています。また、事業所に対して仕事を紹介す

るも、様々な理由で仕事を受けられない、もしくは断る事業所が存在していま

す。さらに、受注した事業所に対して、十分なフォローが行えず、結果として発

注先の企業や行政からクレームになるケースもあることから、仕様の説明や工

程の工夫提案、事務処理の仕方など、電話やメールによる支援を通して就労継
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続支援事業所の職員に、商慣行等が身に着くようにします。 

 

（４）障害者就労施設等ポータルサイトの活用 

県内の障害者就労施設等の情報、同施設等から提供可能な物品等の情報及び

自治体からの発注の情報等をインターネットで提供する「チャレンジド・インフ

ォ・千葉」を通じて、受発注のマッチングを図るとともに、障害者就労施設等に対

して、「チャレンジド・インフォ・千葉」への登録を促します。 

 

（５）先進事例の紹介 

「共同受注」や「農福連携」「優先調達」の先行事例を説明会等の機会を通じ、

県内の福祉事業所だけでなく、行政及び関係機関に紹介等周知していくことで販

路・受注拡大に繋げていきます。 

特に官公需推進においてニーズに応えられるよう、印刷業務や物品調達等、すで

に取り組まれている福祉事業所からの情報交換会の開催を通して福祉事業所側へ

の周知を図り、希望する事業所については見積・納品・請求書の取り扱い等の商慣

行についても支援するなど、取り扱える事業所を増やします。 

 

２ 官公需等の推進                                                           

（１）官公需の推進 

ア 障害者優先調達推進法に基づき、毎年度、千葉県の調達方針を策定し、就労継

続支援Ｂ型事業所をはじめとした障害者就労施設等からの物品等の調達を推進

します。 

イ 共同受注窓口への発注について、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第

３号（*5）随意契約を活用することができる体制を構築します。 

ウ 地方自治法等に基づく随意契約の事務処理手続を分かりやすくまとめたマニ

ュアルの作成と周知を行い、制度の積極的な活用を促します。 

エ 障害者就労施設等が供給する物品等について、発注の円滑化を図るため、情報

を収集・リスト化し、県のホームページにおいて掲載するとともに、パンフレッ

トなどを活用し、周知を図ります。 

オ 県庁等のパネル展示や説明会等を通じて、働く障害のある人の生活や事業所 

の商品、サービスについての啓発を行います。 

カ 県庁の発注実績について、詳細を庁内所属向けに公表します。 

 

（２）障害者就労施設等ポータルサイトの活用（再掲） 

県内の障害者就労施設等の情報、同施設等から提供可能な物品等の情報及び

自治体からの発注の情報等をインターネットで提供する「チャレンジド・インフ

ォ・千葉」を通じて、受発注のマッチングを図るとともに、障害者就労施設等に対

して、「チャレンジド・インフォ・千葉」への登録を促します。 
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３ 共同受注の推進                              

共同受注窓口の取組を継続し、１つの事業所では対応できない企業等からの大口

発注等に対し、複数の事業所で対応することで、受発注のマッチングを図ります。 

引き続き企業・行政への周知を図り、より多くの事業所が参画できるよう共同受注

窓口件数は年々増えていることから、今までの共同受注の取組について、パンフレッ

ト等にまとめる他、企業・行政への営業活動を通じて受注件数の拡大を目指します。 

 

４ 関係機関等との連携・ＰＲ等                         

（１）関係機関との連携・ＰＲ、ネットワークの構築等 

ア 障害者就労施設等による県庁舎内（出先機関含む）での販売機会の確保に努め 

るとともに、障害者就労施設等のイベントについて県民等へＰＲしていきます。 

イ 工賃向上や農福連携等の取組について、パンフレットや会議等で積極的に情報

発信を行い、関係機関等への周知を図ります。 

 

（２）包括協定締結企業（*6）との連携強化 

包括協定締結企業が関係するイベントへの事業所の出店や常設販売の場の提供

などについて働きかけ、事業所の商品等について、県民への周知促進や販売機会の

増加を目指します。 

 

５ 他産業との連携の推進                              

（１）農業技術の専門家派遣等 

障害のある人への理解を深め、障害のある人の活動の場を広げるとともに、障

害者就労施設の利用者の農業技術の向上を図るため、専門家の派遣を行います。 

農協等と連携し、農業者からの相談や事業所への発注にワンストップで応じる

「共同受注窓口」の農業者側への周知と積極的な活用を働きかけます。 

 

（２）農福連携の体制構築等 

ア 障害者の工賃水準の向上及び農業の支え手の拡大を図ること等を目的とした

「農福連携プロジェクトチーム」を通じて体制構築を行います。令和３年度の

アンケート結果を踏まえて、農林分野の担当部署ともさらに連携を図り、請負

作業、施設外就労等のマッチング件数を増やしていくために調整、情報共有を

引き続き行います。 

イ 事業所と農家との相互連携により、１次産業（作物の生産や収穫）、２次産業

（作物の加工や製造（商品化））、３次産業（加工品の販売）が結びついた、６

次産業化を目指す体制の構築を目指します。 

ウ 「農福連携全国都道府県ネットワーク」に参加し、情報収集等を行い、他都

道府県における先進的事例の導入を図ります。 

 

（３） 様々な産業との連携拡大 

農業に加え、林業、水産業、環境や伝統工芸など地域と関わりの深い様々な産

業との連携に取り組む県内事業所を支援する仕組み作りについて検討します。 
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６ 市町村における取組への協力依頼                          

地域で障害のある人を支える仕組みを構築するとともに、障害のある人が地域を

支える側として活躍することも目指し、協議会等を活用し、農業や観光業、高齢者

の日常生活支援などの障害福祉分野以外の行政分野との連携により障害のある人の

就労機会を創出するなど、工賃（賃金）向上への事業所の取組を積極的に支援して

いただくよう、市町村に対し、次のとおり協力を依頼します。 

①市町村において、障害者優先調達推進法に基づく調達方針を策定、公表し、当 

該方針に基づいた物品等の調達が行われるよう周知します。併せて、市町村   

の発注内容について、発注に至った契機等について調査を行います。 

②以下に示すような取組を市町村に働きかけます。 

【企業向け】 

・市町村の広報紙に事業所への発注を促進する記事を掲載します。  

・地域の企業や商工会議所、商店街に対し事業所への発注及び販売等の協力 

 依頼文書を発出します。 

【官公需向け等】  

・市町村の事業所への発注について、各種計画に目標を定めます。 

・事業所への発注について、庁内へ周知文書を発出し、官公需の促進を図り 

ます。 

・幹部会議、契約担当者会議を開催し、官公需向上への取組の周知徹底を図り 

ます。 

・庁舎等を活用し、事業所の製品販売スペースや展示スペースを提供します。 
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１ 計画の推進体制                              

（１）工賃（賃金）向上支援チームの設置 

本計画を効果的に推進するため、工賃（賃金）向上について先進的な取組を行っ

ている事業所や関係団体等の有識者等で構成する「工賃（賃金）向上支援チーム」

を設置します。 

同チームは、県内の平均工賃（賃金）月額の実績等を確認し、本計画の取組状況

について評価し、目標が達成されるよう、各年度に取り組む具体的な方策について

検討を行います。また、令和６年４月の報酬改定の影響を勘案し、必要に応じて本

計画の見直し等を図るなど工賃向上支援チームで継続して議論を行い、計画の実

効性を高めるよう取り組みます。 

 

（２）工賃向上支援計画事業（千葉県障害者就労事業振興センターへ委託）の活用 

工賃向上計画支援事業を活用し、これまでのノウハウ、県内事業所や関係団体等

とのネットワークを有効に活用し、工賃（賃金）向上の支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 各年度の対象事業所の進行管理                             

対象事業所の進行管理は、各年度の事業所の平均工賃（賃金）実績等と事業所が 

作成する「工賃（賃金）向上計画」を比較等することにより行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 計画の推進体制、進行管理 

【振興センター（千葉県障害者就労事業振興センター）について】 

工賃向上計画支援事業を委託している「振興センター」は、当時、授産活動を

行う施設の事業を活性化し、利用者の工賃を向上させることを目的として、県内

の福祉事業所や、当事者団体等の協力により平成１７年９月に設置されました。 

また、「振興センター」は、これまでも県の委託を受けて県内の事業所と企業

等とのつなぎ役として、企業訪問や合同販売会等による商品の販路拡大、有効性

評価員等の事業所への派遣による経営支援、事業所職員の資質向上のための研修

等の事業を展開しています。 
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工賃（賃金）向上を目指した取組は、障害のある人の社会参加や自立した生活を実

現するとともに、事業所におけるサービスの質を向上させ、ひいては、事業所の経営

を改善する視点からも極めて重要です。 

事業所において作成する工賃（賃金）向上計画については、一過性のものとせず、

継続的に取組を推進していくことが重要であり、継続的な取組のためには、管理者・

職員の意識の変革を起点として、福祉サービスの質と経営能力の向上等を目指した

自発的な改革の継続が必要です。 

県では、各事業所の自発的な改革の継続につながるよう、本計画の実施を通じて得

られた成功事例やその成果等を、県内の事業所と共有していきます。 

また、質の高いサービスを提供できる人材の育成に努め、県内の福祉サービスの底

上げが図られることにより、魅力ある職場として人材の流入を生むという好循環を

形成し、更なる工賃（賃金）向上へと結び付けていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 計画の取組を継続するために 
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【参考】 

用語の説明 

*1 工賃（賃金） 工賃は、主に就労継続支援Ｂ型事業所及び他の生産活動を行う通所系障害福祉

サービス事業所（障害者支援施設での日中活動の場を含む。）において、施設が雇

用契約に基づかない生産活動に従事する利用者に支払われるものをいう。 

また、本計画における賃金は、雇用契約に基づき就労の機会の提供を行うとと

もに、一般就労への移行に向けた支援を行う就労継続支援Ａ型事業所において、

施設が当該雇用契約に基づく生産活動に従事する利用者に支払われるものをい

う。 

*2「「工賃向上

計画」を推進す

るための基本

的な指針」 

平成２４年４月１１日付け障発０４１１第４号により厚生労働省社会・援護局

障害保健福祉部長より都道府県知事宛てに通知された、「工賃向上計画」を推進す

るための基本的な指針。 

令和３年３月１０日付け障発０３１０第５号により一部改正され、令和３年度

以降についても、国は「工賃向上計画」に基づいた取組を推進することとしてい

る。 

*3 障害者就労

施設 

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（平成

24 年法律第 50 号。以下「障害者優先調達推進法」という。）第２条第２項から第

４項までの規定において、「障害者就労施設」は、次に掲げる施設とされている。 

（１）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年

法律第 123 号。以下「障害者総合支援法」という。）に基づく障害者支援施

設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設（生活介護、

就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。） 

（２）障害者の地域における作業活動の場として障害者基本法（昭和 45 年法律第

84 号）第１８条第３項の規定により必要な費用の助成を受けている施設（小

規模作業所） 

（３）障害者優先調達推進法施行令（平成 25 年政令第 22 号）に基づく障害者優

先調達推進法施行令第１条第１号に規定する子会社の事業所（特例子会社）、

障害者優先調達推進法施行令第１条第２号に規定する事業所（重度障害者多

数雇用事業所） 

*4 障害者就労

施設等 

障害者就労施設、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年法律第 123

号）に基づく在宅就業障害者、在宅就業支援団体。 

*5 地方自治法

施行令第 167

条の２第 1 項

第 3 号 

障害者総合支援法に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福

祉サービス事業（生活介護、就労移行支援又は就労継続支援事業に限る。）を行

う施設若しくは小規模作業所等において製作された物品を普通地方公共団体の規

則で定める手続により買い入れる契約又は役務の提供を受ける契約をするとき

に、金額に関わらず随意契約ができる。 
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*6 包括協定締

結企業 

千葉県が策定した「商業者の地域貢献に関するガイドライン」に基づき、千葉

県内の地域の活性化に資するため、地域振興・地域貢献に関して、県と協定を締

結した企業をいう。包括協定締結企業の一覧は、千葉県のホームページ（下記の

アドレス）に掲載。 

（https://www.pref.chiba.lg.jp/keishi/guideline/jisshi/index.html） 
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工賃（賃金）向上支援チーム 委員名簿 

 
                        令和６年度（五十音順、敬称略） 

名 前 所  属 

飯田 大輔 就労継続支援Ａ型事業所 栗源協働支援センター  

緒方 ともみ 千葉県障害者就労事業振興センター 

小澤 啓洋 千葉県社会就労センター協議会 

片山 純 千葉県知的障害者福祉協会生産活動・就労支援部会 

北原 啓司 多機能型事業所 はばたき職業センター 

中根 由佳 就労継続支援Ｂ型事業所 かたぐるま 

中村 輝彦 多機能型事業所 ビーアンビシャス 

丸山 隆 障害福祉事業課長 
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千葉県工賃（賃金）向上支援チーム設置要領 
 

平成２９年１０月３１日制定 
 

（設置） 
第１条 国が定める「『工賃向上計画』を推進するための基本的な指針」を踏まえて策

定する「千葉県工賃（賃金）向上計画」の策定及び進行管理をするため、千葉県工賃

（賃金）向上支援チーム（以下、「支援チーム」という。）を設置する。 
  なお、支援チームは地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づく附属機関の

性質を有しない。 
 
（委員） 
第２条 支援チームは、委員１５名以内をもって構成する。 
２ 委員は、健康福祉部障害福祉事業課長が指名する。 
３ 委員の任期は、定めないものとする。 
４ 委員は、希望により支援チームを辞退することができるものとする。 
 
（組織） 
第３条 支援チームには、委員長及び副委員長を置く。 
２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 
３ 委員長は、協議会の議事を進行する。 
４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。 
 
（会議） 
第４条 支援チームは、健康福祉部障害福祉事業課長が委員を招集し開催する。 
２ 障害福祉事業課長は、必要に応じて関係者に出席を求め、意見及び説明を聴くこ

とができる。 
 
（報酬等） 
第５条 委員の報酬は、無報酬とする。 
２ 委員が支援チームに出席した場合には、県の規定により旅費を支給するものとす

る。 
 
（庶務） 
第６条 支援チームの庶務は、健康福祉部障害福祉事業課において処理する。 
 
（その他） 
第７条 この要領に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定め

る。 
 


