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誰もが読書をできる社会を目指して

ともいきＧＯ

サトシの健康ＧＯＯＤだぜ！

２０２１年度事業報告・決算報告

キラッと福祉職員～ルミエール編～

輝け！就労支援施設

日誌抄録・感謝のコーナー

誰もが読書をできる社会を目指して

サトシの健康ＧＯＯＤだぜ！



読書バリアフリー法って？

正式名称は「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」。

障害の有無に関わらず、すべての人が読書による文字・活字文化の恩恵を受けられるようにするための法律です。さまざま

な障害のある方が、利用しやすい形式で本の内容にアクセスできるようにすることを目指しています。

出典：文部科学省HP

福祉の時間です。

みなさん「読書バリアフリー法」をご存知ですか？「読書バリアフリー法」は、障

害の有無に関わらず誰もが読書を楽しめるようにするための法律です。

「誰もが読書をできる社会を目指して」

今回は、読書バリアフリー法やデイジー図書など読書に関することをご紹介したい

と思います。

五十音の指点字を記載している

A4用紙を拡大中！前の画面に

大きく表示されます！

読書を支援する機器や本

拡大読書器

通常よりも大きな字が用いられた

本。通常の本の文字は9～10ポ

イント程度の大きさですが、大活

字本は12～22ポイントの見やす

い書体が使用されています。

大活字本 点字絵本

文字は点字で表示。絵も浮かび上

がっており、手で触れば絵の形が分

かるようになっています。

誰もが読書できる
      社会を目指して



愛光のお隣にある佐倉南図書館でデイジー図書の貸し出しがはじまります！

佐倉市立図書館が、デイジー図書を貸し出すことになった

きっかけが、読書バリアフリー法です。

障害の有無に関わらず、それぞれが自分に合った方法で読

書を楽しむことが出来るようにという思いで取り組んでい

ます。

デイジー図書は、視覚障害のある人や文字が読みにくい人

など誰でも借りることができます。貸出方法など詳しいこ

とは佐倉南図書館（TEL043-483-3000）へお問い合

わせください。

デイジー図書って？

Digital Accessible Information Systemの略で、日本で

は「アクセシブルな情報システム」と訳されます。CD１

枚にカセットテープ50巻分の録音が可能です。録音図書

として視覚障害のある人たちに親しまれてきました。デイ

ジー図書を聞くためには、専用の機械（プレクストーク）

や専用のソフトをダウンロードしたパソコンが必要となり

ます。

対面朗読とは、文字（墨字）で書かれた資料を読む

ことが困難な方に、図書館内で音訳者が対面で「目の

代わり」となって指定された資料を読むサービスです。

その日の新聞、本など…読んで欲しいものを読んでも

らえます。

対面朗読も徐々にスタート！

まだテスト運用中ですが、

リモートで復活予定！

時間は40分間⌚

コロナ禍で
一時中止に

貸し出しにあたって、リホープ

の利用者がテスト運用として先

行利用させて頂きました。

CD型のデイジー

図書を聴くための

専用再生機です。

プレクストーク

対面朗読

テスト体験中

対面朗読は、現在リホープでテスト運用中！

リホープでは、目が不自由になり昔好きだった読書ができな

くなってしまった方、電車の時刻表が好きで読んでほしい方

など、今後対面朗読が実施されるのを楽しみにしています。

詳しくは佐倉市立図書館のサ

イトにアップされますので、

そちらをご覧ください！



１973年7月12日に発足。物陰で鳴いている「こおろ

ぎ」のように目立たずささやかでいい、そんな気持ちから

名付けられました。発足のきっかけは同年当会の発起人で

ある内田正恵さんがアキレス腱を断裂し、術後のリハビリ

で目の不自由な方にマッサージでお世話になったことから

始まりました。その方の奥様に「この本が面白かったわ

よ」と話をしたところ「読んでくれない？」と頼まれまし

た。その一言から点字図書館での勉強、朗読グループ作り、

録音テープ作りへと発展し、こおろぎの会が誕生したそう

です。 情報の８割は視覚からと言われており、見えにくい方に

とって、音声はとても有効な情報手段です。音声化される

ことで、諦めていた読書や映画も楽しむことができます。

元々小学校で読み聞かせボランティアをしていた前会長の

和泉さん。読む力が誰かの役に立てれば。ガイドヘルパー

の仕事を定年で辞めた後、視覚障害の方に携われないか。

声で勝負、定年はありません。様々な思いが現在の活動に

繋がっています。リスナーからはおまけで録音している

ちょっとした地域の情報、「市内に美味しいメロンパン屋

が出来ました。」そんな情報が喜ばれています。こうした

地域に密着した情報はこおろぎの会ならでは。視覚障害の

方にホットな情報を声でお届けできる、そんなやりがいあ

ふれるボランティア活動です。

今年で結成４９年目を迎える音訳ボランティアサークル「佐倉市こおろぎの会」。佐倉市の広報などをＣ

Ｄに録音し、市内在住の視覚障害の方にお届けしています。録音作業をしている現場におじゃまし、ボラン

ティア会員の皆様にお話を伺いました。

現在、音訳ボランティア、聞き手のリスナーがともに減少しています。高齢化社会、見えにくさでお困りの方は増えており、

ニーズはあるはずです。「こうほう佐倉」や様々な書籍を音声にし、デイジー図書（※今月号の3ページで紹介されていま

す）でお届けしています。音訳ボランティアも募集中です。ちょっと空いた時間を、誰かの為に役立ててみませんか？

広報録音中の風景。現在唯一の男性ボランティア成田さん。深みのある

ダンディな声にファンが多いそうです。

後列左から園原さん・廣田さん・和泉さん・前列成田さん。現在は

グループを分けて録音を行っています。



自粛生活が続き、読書やテレビ、パソコン、スマートフォン、テレビゲームの時間が増え、長時間、同じ姿

勢でいると体がこわばってきませんか。今号より佐倉市南部地域包括支援センターで社会福祉士として働きつ

つ、理学療法士の資格も持つ異色の職員、並木智志相談員の健康Goodになるストレッチを紹介いたします。

～ と背骨の の ～
自律神経は臓器などにつながりその働きを調整してい

ます。臓器に負担がかかるとそれに対応した背中のエリ

アに負担が生じ筋肉や関節が硬くなってしまいます。

右の図の部位が痛むことはありませんか？そのような

時は、図に表記されているようなストレスが日々生じて

いる可能性があります。

今回は睡眠不足やストレスの影響を受けやすい背中の

上部についてチェック方法や対処方法をお教えします。

【 チェック方法 】

腰の後ろで手を組んで額を

膝につけます。

両手をゆっくり天井の方に

上げていき、無理なくどこ

まで上がるかチェックしま

す。

90°まで上がれば良好です。

＊お腹はももにつけないこと。

【改・善・体・操】
横向きに寝て膝と股関節

を直角に曲げます

上の手を後頭部に持って

いきます。

ゆっくり体をねじります。

体をねじったまま

10秒数えます。

＊呼吸はとめないように！

・チェック方法、改善体操を動画で紹介しております！
ぜひ左のQRコードからcheckしてください！

※お手持ちのスマートフォンやタブレットのカメラ機能を

かざすことで鑑賞することができます！

左右ともに10秒カウントを10セット程取り組むことで、背中

の症状が改善されます！



本部

当年度より、第Ⅳ期中期経営計画（2021年度～2023

年度）を開始した。3年間の法人スローガンは、『法人の進

化と地域の回復』である。中期経営計画は「自立経営」

「ガバナンスの強化」「地域福祉」が3つの柱となっている。

計画を進めていくために、7 月より法人の組織体制を変更

し、あらたに、「佐倉圏域事業部」「健康管理部」を創設

した。また、中期経営計画の進捗状況を検証し、必要な見

直しをするため、各事業部での実績会議

および業務執行会議を毎月開催した。

ルミエール（障害者支援施設）

「ともに支えあう 笑顔で、やさしく、ていねいな支援の

実践」をスローガンとし、特にチームワークについて力を入

れた。当期も新型コロナウイルス感染症対策と並行し運営す

ることとなった。特に新型コロナウイルス陽性者発生の対応

には事前にシミュレートしていたこともあり、感染発生時に

はスムーズに対処し感染拡大を防ぐことができた。

めいわ（障害者支援施設）

【入所部】

「地域とともに歩む利用者サービスを！」をスローガンと

し、新型コロナウイルス感染症対策と並行し運営。年間を通

し外出や帰省・面会等制約を多くせざる得ない分、施設内の

生活を楽しんでいただけるよう感染対策に配慮しつつ食事会

や行事、年末年始イベント等を企画した。

【通所部（根郷通所センター）】

前年度に引き続き新型コロナウイルスに振り回される１年

であった。“職員、利用者ともに濃厚接触者となることや法

人内にある入所施設のショートステイを利用した先でコロナ

が発生”するなど、いつクラスターが発生してもおかしくな

い状態であった。ボランティアの受入れや余暇活動を大幅に

縮小しての活動であったが、

作業を中心にいつも通り

笑顔と活気が溢れていた。

リホープ（障害者支援施設）

当年度のスローガンは、前年度に続き「高齢化対応・意思

決定支援の強化」とした。平均年齢が62歳となり高齢化が加

速している。令和3年5月に利用者1名が介護度が高くなりは

ちす苑へ異動となった。地域移行を目指す利用者が1名おり、

年度当初よりご家族を交え担当者会議を数回開催すると共に、

利用者が移行したい地域の住宅や作業所の見学も実施したこ

とで担当職員のスキルアップにも繋がったと思う。

山王の家（障害者グループホーム）

スローガンは、「地域の中で、自分らしい生活を」である。

戦略目標として掲げた「地域で普通に暮らすことができる」

について、山王夏祭り等の地域の行事が全て中止となったた

め、山王の家での自粛生活が強いられた。不要不急の外出自

粛が叫ばれている中、毎週末帰省している利用者、就労・通

所している利用者については、交通機関の使用があるため、

出入りの際は消毒を徹底した。

≪法人本部≫

≪障害者支援事業部≫

健康管理部

当年度の7月より健康管理部が発足した。就業場所で分け

るのではなく、看護師（医療事務員）、栄養士、マッサー

ジ師という愛光内の健康に関する専門職が集まった部署で

ある。目的として、今まで以上に法人内に於ける多職種連

携を図りご利用者の生活支援や職員のメンタルヘルスに貢

献しようというものである。当年度よりマッサージ師が新

たに1名加わり、はちす苑のデイサービス利用者と職員の福

利厚生のための施術を行い、ご利用者からは好評を得てい

る。今後は、愛光健康堂での施術も予定している。

≪健康管理部≫

≪高齢者支援事業部≫
はちす苑
当年度も新型コロナウイルス感染症の関係で、感染症対

策・予防に追われる年度であった。しかし、新型コロナウイ

ルスの特徴など把握することで、極端な自粛は行わず

「WITH コロナ」でできることを考え、工夫することで「楽

しみ・レクリエーション」の提供に努力した。入居者・利用

者だけでなく、職員もプライベートを含めて自粛に近い生活

を送る形となり、ストレスなど大きな負担がのしかかった。

このような状況においても、

施設内に新型コロナウイルスなど感染症が

広がらなかったのは、職員の仕事に対する

責任感の強さと感染症対策をはじめとした

日々の努力によるものである。



佐倉市よもぎの園（就労継続支援B型）

当年度のスローガンは「はたらいて笑顔に そして新しい

挑戦！」とし、受注作業として新たにパネル洗浄の仕事を

導入し、利用者の能力に合った作業方法の模索と作業効率

の向上を目指して皆で意見を出し合い取り組みを進めた。

新規作業導入に新しい自主生産品への取り組みなど、当年

度も「新しい挑戦」を意識して取り組むことができた。毎

月の食事会や季節行事の実施、家族会、地区社協との連携

等はできる範囲のことを行った。

ワークショップかぶらぎ

（就労継続支援B型・自立訓練（生活訓練））

当年度のスローガンは「地域で『働く』・『生活する

（いきる） 』を支える」であった。コロナ禍のためカフェ

の一般開放はできなかった。城の辺地区社会福祉協議会の

買い物支援への車両貸し出しについては、地区社協がコロ

ナ禍で中止した期間以外は定期的に貸し出しを行った。ま

たその繋がりから印刷等の作業依頼にも繋がっている。

ジョーの家（障害者グループホーム）

当年度のスローガンは「利用者の変化に気づき、生活を

共に考える」であった。「職員体制の構築」について、必

要な支援や時間帯についての精査を行い、1 月よりワーク

ショップかぶらぎの職員が支援に入る体制を作った。まず

は利用者と職員の関係を構築することを重視し、その後に

再度支援内容や課題の見直しを図りたい。

≪地域福祉事業部≫
南部児童センター・学童保育所

「地域子育て支援 ～地域づくりはこころの元気づくり～」

とスローガンを掲げた児童センター・学童保育所は新型コロ

ナウイルス感染予防の最善の対策を講じつつ、地域の子ども

の健全育成を図る社会的使命を継続できるよう事業に取り組

んできた。児童センターでの企画は、安全に楽しくできる策

を模索し、コロナ禍前の事業もやり方を変えることで復活さ

せた。学童保育所においても子どもたちから「密」にならな

い、触らないあそびなどの提案があった際には子どもの意見

に耳を傾け、一緒に考え、子どもたちのものとしていく建設

的な取り組みを実施した。

総合相談センター

（佐倉市障害者生活支援センターアシスト・佐倉市南部地域包括支援センター）

スローガンを前年度に引き続き、「つなげよう！広げよ

う！ともいきの輪」とした。コロナ禍の中での地域とのつな

がりや、個別支援を地域の中で考えることを意識した1 年で

あった。アシストの相談件数の8 割が精神疾患のある方から

の相談であることから、職員の相談支援の質の向上と、担当

職員が1 人で抱え込むことがないように事例検討会を実施し

た。地域包括支援センターでは、佐倉市の地域ケア会議の進

め方が変更となり、各包括で自立支援型地域ケア個別会議を

年10 件、地域ケア圏域推進会議を年2 回が定められた。個

別支援から地域課題を考える意識を

持つようになり、さらに圏域推進会議

では専門職と地域の方が一緒になって

意見交換を行う場となった。

佐倉市南部地域福祉センター

コロナ禍の中、改めて地域福祉センターの役割と使命とし

て、スローガンを『地域の方が生きがいを持って利用できる

地域福祉の拠点の構築』としたが、コロナの影響で事業、イ

ベント等実施できなかったものがあった。感染症対策として

は、前年度に引き続き利用制限をするとともに、館内の消毒

を徹底し、感染リスクの回避に努めた。本年度も、年間80 

台の運行を予定している大型バス運行業務が、コロナの関係

で2 台のみの運行となり、当業務の

予算執行を施設の修繕に利用する

ことができたため、今までできて

いなかった修繕関係に充てること

ができた。

≪佐倉圏域事業部≫
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このコーナーは…
魅力あふれる福祉のお仕事をさ

らに詳しくお伝えするべく、各事
業ごとにフォーカスしてお仕事内
容をご紹介します。

ルミエールでは、利用者様が安心・安全な

日常生活を送れるよう支援、介助を行いなが

ら、日々楽しい行事を企画しています。新年

会、運動会、秋まつり、クリスマス会、バレ

ンタインなどなど。法人ホームページにて、

ケアスタッフがブログを通して

様子を紹介しています。

ぜひご覧ください！

重度～最重度領域の知的障害と視覚障害を併せ持つ方（盲重複障害者）が対象の

入所施設です。施設名はフランス語で“光”を意味し、「ご利用者一人ひとりに

自分らしく光り輝ける人生を送ってほしい」という想いが込められています。

２０２２年７月
ブログより 一緒にエイッ！

2021年11月
ブログより パン食い競争開戦！

2021年6月
ブログより ルミエール五輪スポーツ大会

ルミエールでは３名のブログ担当が交代でブログ

を作成しています。日々の生活や、季節の行事など

の活動はもちろん、ちょっとした微笑ましいことも

ご紹介していきます。コロナ禍でなかなか面会もで

きず、御家族も心配かと思いますが、僕たちが利用

者皆さんの楽しい生活を紹介していきますね。

ぜひ今後の更新をお楽しみください！！



日々奮闘をし続けている就労支援事業にスポットをあて、

エールを込めたこの企画。広報誌「Aikoh72号」でご紹介さ

せていただいた就労支援施設の特集第２弾。

今回は、県内でも有名な『いんば学舎・オソロク倶楽部』

を取材し、その魅力をご紹介していきます！

～ み ん な の や り た い を 大 事 に ～

看板と外観。左側がパン工房オソロク倶楽部、右側がレストランPIZZERIA OSOROKU。お洒落なロッジ風の建物

一番人気の自家製ベーコンのマルゲリータ 番号札にあるかわいいイラストはメンバーが描いたもの

メニュー一覧 (こちらのイラストもメンバー(利用者さん)が描いたものです。)

1
2
3

1
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社会福祉法人印旛福祉会いんば学舎・オソロク倶楽部では、障がいのある方の就労支援として、ピッツァレストラン、パン工房、食品

加工、農作業に取り組んでいます。

元々いんば学舎は農業を生活づくりの軸にしておりましたので、更に一歩前進して取れた野菜を使って地域交流ができないかと考え、

2007年10月ナポリ風ピッツァがメインのレストランを始めることになりました。レストランではその日収穫した取れたて野菜や、生み

たての玉子を使用し、地産地消にこだわりぬいたメニューを楽しむことができます。

オソロク倶楽部のメンバー(利用者)の皆さんの活動は、やりたい仕事を選ぶことができる希望制です。レストランのホールで働く方、畑作

業や食品加工で働く方、アート制作を通して活躍される方などさまざまです。特にレストランでの経験は、地域での役割や接点を持つことが

できるとても魅力あふれるお仕事の一つです。

販売活動で得られた利益は、オソロク倶楽部のメンバー(利用者)に工賃として支給されます。そしてレストランでの経験を通して、将来的

に企業に就職を希望される方には、企業実習の支援、就職後は職場への定着するまでの支援を行っています。



施
設
詳
細

いんば学舎・オソロク倶楽部
〒270-1337 千葉県印西市草深485-3
電話番号：0476-36-7555
FAX番号：0476-46-0069
定員
【就労移行支援】6名 【就労継続支援Ｂ型】34名
対象：18歳以上の障がいを持つ人

1

2

3

4

10年以上働いているベテランメンバーの橋本さん。

メンバーが注文を受け取り、テーブルまで運んでくれます。

取材の際には、梨とチーズのピッツァ(期間限定メニュー)と

カルボナーラ、カステラ(ラズベリーソース添え)をいただきました。

ピッツァは外カリッ中ふわっ！パスタはいんば学舎でとれた卵を使った

濃厚パスタ。どれも絶品です。ピッツァは生地が無くなり次第終了です。

お早めにお求めください。

1

42

3

5

5

(  営 業 時 間 )

〇ピザレストラン

( 月 ～ 土 )11:00～15:00

※ラストオーダー14:30

〇パン工房

( 月 ～ 土 )11:00～16:00

※売り切れ次第閉店



　愛光の隣にある佐倉南図書館より、昨年末にデイジー図書貸し出しのテスト運用のお話をいただき、喜んで参

加しました。毎月、新刊目録を届けていただき、気に入った本があれば連絡して、デイジー図書にしてもらいま

す。今回、記事にさせて欲しいと取材にうかがったところ、新たに対面朗読のお話もいただき、読書バリアフリー

法についても知ることができました。コロナ禍で外に出る機会が減ってしまった利用者の楽しみが、地域の方々

の力を借りて新たな形で広がってきたことを嬉しく思います。　　　   　　　（稲垣）

編集後記
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編集委員

稲垣直子（委員長）／林拓也（総務部）／関谷篤史（めいわ）／小川海星（はちす苑）／斎藤瑞希
（ルミエール）／佐藤友里恵（リホープ）／藤山明子（南部包括）/椎名豊（ワークショップかぶらぎ）
イラスト協力：平野美幸（学童保育所）

(2021.11 ～ 2022.6)

太田正枝、 亀山浩代、 中川勝、 溝口よね、 飯泉博子、 矢野光子、 吉江忠英、 和田春子、 菊池良男、 吉成庸子

坂本文雄、 廣瀬千歳、 幸田ひろみ、 斎藤與助

大和証券株式会社 （船橋支店）、 佐倉市社会福祉協議会【団体】

【個人】

(2021.11 ～ 2022.6) 

ル：ルミエール　　　　　　　   め：めいわ　　　　　　　　　リ：リホープ　　　
根：根郷通所センター　　　　   は：はちす苑　　　　　　　　ア：アシスト
よ：よもぎの園　　　　　　　   か：ワークショップかぶらぎ　ジ：ジョーの家
包：南部地域包括支援センター 　児：児童センター・学童　　　地：南部地域福祉センター
山：山王の家　　　　　　　　   後：後援会「愛の灯台基金」
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愛光後援会

愛の灯台基金

ギャラリーあいこう各種展示会 第29回根郷ガーディンカップ助成 佐倉市南部地域小学校5校書き初め展 佐倉南図書館花壇整備助成

個人会員
1,000円（1口）

団体会員
10,000円（1口）

年 会 費

※口数には上限はありません。振込用紙をご利用ください。

皆様のご賛同により、愛光の展開する福祉事業を支援し、地域社会の福

祉文化向上の推進と地域貢献活動を目的に活動しております。新規会員、

及びご登録会員の皆様のご入会を心よりお待ち申し上げております。

《お問い合わせ先》愛の灯台基金事務局 043-484-6398

11 月 17 日　地域食堂ともいき（お弁当販売）
18 日　千葉県指導監査
25 日　メンター情報交換会
27 日　理事会

12 月  1 日　次年度職員採用試験
 1 日　労務管理者研修
 3 日　中堅職員研修
11 日　評議員会
15 日　地域食堂ともいき（お弁当販売）

　１月  7 日　新入職員懇親会
13 日　後援会主催小学校５校書初め展 
13 日　佐倉市長来訪
14 日　次年度職員採用試験
21 日　財務研修
22 日　理事会
26 日　地域食堂ともいき（お弁当販売）
27 日　メンター交流会

　２月 16 日　地域食堂ともいき（お弁当販売）

　３月  4 日　会計巡回審査
16 日　地域食堂ともいき（お弁当販売）
19 日　理事会
27 日　評議員会

　４月  1 日　辞令交付式
 1 日　新任職員研修（４日、５日）
20 日　地域食堂ともいき（お弁当販売）

　５月 18 日　地域食堂ともいき（お弁当販売）
19 日　採用後１年面接（～ 20 日）
24 日　監事監査
28 日　第１０回実践発表会
31 日　監事監査

　６月 11 日　Aikoh フォーラム「ケアニン」上映会 (～ 12 日 )
11 日　理事会
15 日　地域食堂ともいき（お弁当販売）
15 日　次年度職員採用試験
26 日　評議員会

11 日　Aikoh フォーラム「ケアニン」上映会 (～ 12 日 )
11 日　理事会
15 日　地域食堂ともいき（お弁当販売）
15 日　次年度職員採用試験
26 日　評議員会

2022 年秋まつり　中止のお知らせ

例年 10 月に開催をしております

愛光秋まつりですが、感染症拡大

の現状を鑑みまして、今年度も中

止させていただくこととなりまし

た。楽しみにされていた方々には

大変申し訳ございません。
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