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Introduction
　　In vocational rehabilitation, assessment is a very 
important support process. Rubin et al. (2016) stated 
that the process of work support consists of four 
periods: evaluation, planning, support, and placement. 
Roessler and Rubin (1992) pointed out that the final 
goal of assessment is to help people with disabilities 
understand their current and potential range of 
vocational strengths and interests and to help them learn 
about potential jobs that match those strengths and 
interests and the services and support they need. 
Strauser et al. (2014) stated that vocational assessment 
is one of the most important services for promoting 
career development and employment of persons with 
disabilities. 
　　However, there are issues related to assessment in 
Japan. Maebara (2020) reported that assessment is not 
sufficiently implemented in Japan, and this is attributed 
to lack of manpower and lack of knowledge and skills 
for assessment. Maebara and Nawaoka (2021) suggested 
t o d e v e l o p a s s e s s m e n t t o o l s t o p r o m o t e t h e 
implementation of assessment in Japan. Along with the 
need to create a system to promote implementation 
(Maebara et al., 2021), there is a need for this type of 
useful tool. This is expected to lead to improvements in 
the quality of work support.
　　The Intake Assessment and Outcome Evaluation 
(IAOE) is an assessment tool reorganized by Dr. Madan 
K u n d u a n d c o l l e a g u e s a t  t h e D e p a r t m e n t o f 
Rehabilitation and Disability Studies, Southern 
University, USA (Kundu, Schiro-Geis, & Dutta, 2005). 
The IAOE was first described by Geist and Calzaretta 

(1982). After the initial description, Dr. Madan Kundu 
and colleagues conducted field tests and reliability 
checks.
　　It was developed based on the system approach to 
placement (SAP), which was theorized while applying 
systems theory to the vocational rehabilitation of 
persons with disabilities. The purpose of using the SAP 
was twofold. First, the model aids supporters to be more 
organized and have a bird's-eye view of their clients, 
reducing the need to speculate when supporting them. 
The second purpose is to help us better understand the 
client's intake and support stages. The IAOE consists of 
eight subsystems: client, health, education, family, 
social, employment, placement, and funding. The 
advantages of using this IAOE are as follows: (a) it can 
efficiently identify the needs of users in an intake 
situation, (b) it can supplement the collection of 
information for developing individualized support plans, 
(c) it can objectively evaluate the quality of support 
services utilized by users, (d) it can objectively evaluate 
t h e q u a l i t y o f s u p p o r t s e r v i c e s p r o v i d e d b y 
professionals, (e) there is accountability for vocational 
rehabilitation support, (f) it can be used in decision 
making for termination of support, (g) it can be used for 
the evaluation of the content of support services 
required by each organization, and (h) it can be used as 
a basis for financial and other forms of support (Kundu, 
Schiro-Geist, & Dutta, 2005).
　　Currently, there are few assessment tools for 
vocational rehabilitation in Japan. In addition to those 
developed in Japan (the Work Readiness Assistance 
Checklist), those created from overseas translations 
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(BWAP) can be identified. All of them measured the 
degree of skill being measured. As such, they are not 
subst i tu tes for the benef i ts ment ioned above. 
Considering the current situation in Japan, what is 
measured may promote common understanding among 
supporters, but it is unlikely to be useful in actual 
practice, as there are few perspectives that would 
contribute to actual support, especially in multi-agency 
collaboration. In this sense, there is nothing that 
functions like the merits of the IAOE. Therefore, this 
paper reports on the progress of the development of the 
Japanese version of the IAOE.

Method
Japanese version creation process
　　The Japanese version was developed using the 
guidelines of Beaton and Guillemin (2000), with the 
procedures listed in Table 1.

Details of development in each phase
　　The details of the development procedure are as 
follows.
　　First, two researchers who are native speakers of 
Japanese translated the original text into Japanese in 
consultation with each other (phase 1). Next, the 
researchers evaluated and integrated the translations and 
prepared a tentative version (phase 2). The tentative 
version was then back-translated using an English 
proofreader (phase 3). Next, the back-translated content 
was shared with the original authors and checked for 
consistency with the original text (phase 4). In addition 
to making corrections based on the points raised by the 
original author, we assessed the compatibility of the 
Japanese version with the original text with practitioners 
in the field of vocational rehabilitation as necessary 
(phase 5). Finally, the Japanese version was finalized 
(phase 6).

Results
Differences in social resources
　　The original IAOE was developed based on the US 
social resource system. For the Japanese, many of the 
questions are not fully understood by the people who 
read and answer them. For this reason, the IAOE-J has 
been designed to make the questions easier to 
understand so that they can be used appropriately in 

practice.
　　In translating the questionnaire, we ensured to 
make it simple for respondents to answer by clearly 
indicating the contents of support provided by Japanese 
vocational rehabilitation organizations such as local 
vocational centers for persons with disabilities, 
including employment and life support centers. 
According to Yaeda, Kundu, and Nishimura (2013), 
supporters in Japan do not have sufficient knowledge 
and skills regarding vocational rehabilitation. Therefore, 
although the original IAOE presented the questions in 
words only, the IAOE-J wrote one sentence as an 
example to supplement the understanding of the word 
questions, for example, “I-4. Implementation of 
competency tests, such as Kanji and calculations: 
Implementation of tests for academic abilities, such as 
Kanji tests and computational abilities" and “Ⅵ-1. 
Suppor t for chal lenges re la ted to companies’ 
organizational structure: The need for support for 
communicating intentions and organizational structure 
within a working company.”

Cultural difference
　　In the original IAOE, there are items related to 
culture, race, and religion that are rarely considered in 
Japan. Yaeda, Kundu, and Nishimura (2013) reported 
that the knowledge and skills related to culture, race, 
and religion are unfamiliar items, and therefore, their 
possession is low. Considering the future situation in 
Japan, it is expected that assessments of language, 
culture, race, and religion will also be required. In the 
Japanese version of the questionnaire, we considered 
deleting these items, but decided to leave them in the 
questionnaire because it is possible to select “No 
support needed” in cases where they do not apply.

Items in the IAOE-J
　　The IAOE-J is presented in the appendix.

Discussion
　　In Japan, while the importance of assessment is 
asserted, there is a lack of tools and systems to assist 
assessment. The IAOE-J is expected to be an effective 
tool for promoting the future implementation of 
assessment. In particular, the IAOE-J is a tool that can 
be used effectively in intake situations where the client's 
needs are accurately identified and used to inform 
individualized support planning. Suzuki and Maebara 
(2021) reported on their practice of categorizing the 
functions of the intake interview, which enabled them to 
strengthen the functions of the interview and led to 
support that met the needs of those who wished to be 
assessed. Strengthening the functions of the intake in 
this way can be expected to contribute to promoting the 
implementation of assessment.
　　T h e I A O E - J m a y a l s o c o n t r i b u t e t o t h e 
development of individual support plans. Therefore, the 

Table 1 Procedure for developing the Japanese version
Phases Contents
Phase 1. Translation by researchers
Phase 2. Translation checking and integration by 

researchers
Phase 3. Back-translation
Phase 4. Consultation with the original authors
Phase 5. Final consultation by researchers
Phase 6. Finalization of the Japanese version
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IAOE-J is expected to become not only a tool for 
understanding information, but also a tool for linking 
support based on a multi-agency cooperation, such as 
how to support the assessed needs and how to 
collaborate for that purpose.
　　At this point, the IAOE-J has not yet been fully 
examined for its usefulness in practice. In the future, we 
plan to conduct a reliability and validity study with 
vocational rehabilitation practitioners. It is hoped that 
ongoing research will lead to a greater adoption of the 
IAOE-J in practice.

Acknowledgment
　　I would like to express my great appreciation to Dr. 
Madan Kundu, the original author of the IAOE, for his 
many suggestions in conducting this study. 
　　This research was supported by the Ministry of 
Health, Labour and Welfare's Scientific Research Grant 
"Research on Multi-agency Collaboration through 
Vocational Assessment in the Payment Decision Process 
for Employment-related Disability Welfare Services 
(21GC1009).

References
Beaton, D. E. & Bombardier, C., Guillemin, F. & Ferraz, M. B. 

(2000) Guidelines for the process of cross-cultural 
adaptation of self-report measures. Spine, 25, 3186-3191.

Geist, C. S. & Calzaretta, W. A. (1982) Placement handbook for 
counseling disabled persons. Charles c Thomas publisher, 
Sprigfield, Ilinois.

Kundu, M. M., Schiro-Geist, C. & Dutta, A. (2005) A systems 
approach to placement: A holistic technique. Journal of 
Forensic Vocational Analysis, 8, 21-30.

Maebara, K. (2020) Survey on vocational assessment for the 
person with intellectual disability in employment and 
livelihood support centers for person with disabilities (in 
Japanese). Total Rehabilitation Research, 8, 29-38.

Maebara, K. & Nawaoka, K. (2021) A clarification of key 
discussion points for promoting the implementation of 
vocational assessment in employment-related disability 
welfare service agencies. General Human Science, 7, 35-52.

Maebara, K., Nawaoka, K., Nishio, K., Goto, Y. & Yaeda, J. 
(2021) An examination of guidelines to promote the 
implementation of vocational assessment in employment-
related disability welfare service agencies. Memoirs of the 
Faculty of Education, Akita University. Educational 
Sciences, 76, 71-79.

Ministry of Health, Labour and Welfare (2019) Current status of 
measures to support employment of persons with disabilities. 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_
kaigo/shougaishahukushi/service/shurou.html (December 31, 
2019).

Roessler, R. T. & Rubin, S. E. (Eds.) (1992) Case management 
and rehabilitation counseling, 2nd ed. pro-ed Texas.

Rubin, S. E., Roessler, R. T. & Rumrill, P. D. (Eds.) (2016) 
Foundations of the vocational rehabilitation process, 7th ed. 
pro-ed. Texas.

Strauser, D. R., Chan, F., Wang, M., Wu, M. & Rahimi, M. (2014) 
Vocational evaluation in rehabilitation. (Strauser, D. R. 
(editor) Career development, employment, and disability in 
rehabilitation from theory to practice. Springer Publishing 
Company, New York.

Suzuki, D. & Maebara, K. (2021) Current status and issues of 
transition support efforts for social participation of persons 
with disabilities: From the efforts of the Edogawa Ward 
Work Support Center for Persons With Disabilities (in 
Japanese). Bulletin of the Center for Educational Research 
and Practice Faculty of Education and Human Studies Akita 
University, 43, 89-95.

Yaeda, J., Kundu, M. & Nishimura, S. (2013) Self-perceived 
knowledge and skills of job coaches in japan. Work, 45, 279-
285.

Appendix.

IAOE-J：日本版・就労支援のための利用者ニーズのアセス
メントチェックリスト

支援開始時に以下の観点でクライエントのニーズをアセス
メントします。
　０＝支援の必要性が全くなし
　１＝基本的な支援の必要性あり
　２＝一般的な支援の必要性あり
　３＝やや長めの支援の必要性あり
　４＝長期的な支援の必要性あり

就労支援の結果を評価する際には次の観点でサービスの結
果を評価します。
　０＝支援の必要性が全くなし
　１＝基本的な支援の必要性あり
　２＝一般的な支援の必要性あり
　３＝やや長めの支援の必要性あり
　４＝長期的な支援の必要性あり

チェックをする際の基準
１＝基本的な支援の必要性あり（最大 6カ月程度の支援）
　例えば以下のような支援サービスが想定されます。
　・ 地域障害者職業センターや障害者就業・生活支援セン
ターでの職業相談の実施

　・地域障害者職業センターでの職業評価の実施
　・医療機関の受診による主治医の所見照会
　・眼鏡や装具などの活用の相談
　・地域障害者職業センターでの職業準備支援利用、など
２＝一般的な支援の必要性あり（約 1年程度の継続的支援）
　例えば以下のような支援サービスが想定されます。
　・ 地域障害者職業センターや障害者就業・生活支援セン
ターでの定期的な職業相談の実施

　・地域障害者職業センターでの職業評価の実施
　・医療機関の受診及び定期的な通院での状況確認
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　・ 訓練や支援を通じた障害を補う手立て（補完手段）の
検討

　・ 地域障害者職業センターや障害者就業・生活支援セン
ターでの適性職務の検討、など

３＝ やや長めの支援の必要性あり（約 2年程度の就労移行
のための支援）

　例えば以下のような支援サービスが想定されます。
　・ 地域障害者職業センターや障害者就業・生活支援セン
ターでの継続的な職業相談の実施

　・地域障害者職業センターでの職業評価の実施
　・医療機関の受診及び定期的な通院での状況確認
　・フォローアップを含むジョブコーチ支援の実施
　・職場体験実習などの実習制度の活用
　・ 訓練や支援を通じた障害を補う手立て（補完手段）の
検討と補完手段の活用のための訓練

　・ 地域障害者職業センターや障害者就業・生活支援セン
ターでの個別の職場開拓、など

４＝ 長期的な支援の必要性あり（2年以上の継続的な訓練
及び支援）

　例えば以下のような支援サービスが想定されます。
　・地域障害者職業センターでの職業評価の実施
　・医療機関の受診及び定期的な通院での状況確認
　・入院治療や手術の実施
　・装具や補聴器の準備
　・理学療法、作業療法の実施
　・就労継続支援事業などを活用した長期的な訓練の実施
　・福祉事業所で実施する施設外就労などの訓練の活用
　・スキル獲得のための継続的訓練の実施
　・資格取得や学校等への就学のための支援
　・支援機器の活用
　・職務適応に必要な機具の積極的活用
　・ その他、高次脳機能障害、慢性的な精神障害、身体的
虐待、視覚障害、聴覚障害などの障害による制限され
た職場開拓、など

Ⅰ　利用者に関すること
　１　知能検査の実施
　　　知能検査による知的水準のアセスメント
　２　職業興味検査の実施
　　　職業興味検査による職業興味のアセスメント
　３　職業適性検査の実施
　　　職業適性検査による職業適性のアセスメント
　４　漢字や計算などの能力テストの実施
　　　漢字検定や計算能力等の学力検査の実施
　５　ワークサンプルを含む職業的なテストの実施
　　　 ワークサンプルや訓練の観察評価による職業的な能

力のアセスメント
　６　性格検査の実施
　　　 性格検査による性格傾向のアセスメント
　７　衛生面の支援
　　　 入浴、身だしなみ、髭剃りなどの衛生管理の状況を

知ること
　８　単身生活するためのスキル獲得のための支援
　　　 食事、洗濯、生活リズムの維持などの単身生活する

上で必要なスキルの獲得状況を知ること
　９　障害理解の支援
　　　 自らの障害名および障害特徴を理解し、他者に説明

できるかなどの状況を知ること
　10　コミュニケーションに関する支援
　　　 挨拶、報告、連絡、相談などのコミュニケーション

ができるかどうかの状況を知ること
　11　対人面に関する支援
　　　 他者への過度な依存あるいは疎遠、また、正直な態度、

勤勉さなどの対人面の状況を知ること
　12　生活面に関する支援
　　　 健康、金銭管理、生活スタイルなどの状況を知ること
　13　職場適応に必要なスキルの獲得のための支援
　　　 職場適応に必要な職務スキルや作業能力の状況を知

ること
　14　公共交通機関等での移動に関する支援
　　　 電車、バスなどを利用しての通勤が可能かどうかに

ついて状況を知ること
　15　就労に対するモチベーション維持のための支援
　　　 「親に言われたから」、「お金が必要だから」、「友人が

働いているから」など就労希望の理由などについて
の情報収集

Ⅱ　健康に関すること
　１　主な障害に対する支援
　　 　上下肢欠損、自閉性障害、統合失調症、記憶障害など、
その人の最も中心となる障害に対する支援の必要性

　２　二次障害に対する支援
　　 　障害によって生じた抑うつ感、対人不安などの二次
的な障害に対する支援の必要性

　３　精神面への支援
　　 　精神的な弱さ、過度の不安や緊張感の強さなどの精
神症状を知ること

　４ 　装具（車椅子、装具、杖、補聴器など）の活用に関
する支援

　　　車椅子、装具、杖、補聴器などの装具活用の必要性
　５　義肢装具の活用に関する支援
　　　義肢装具の活用の必要性
　６　支援機器の活用に関する支援
　　 　スマートフォンのアプリや障害を補うデバイスなど
の活用の必要性

Ⅲ　教育に関すること
　１　通信教育や学習講座などを用いた独学
　　 　通信教育や地域の生涯学習センターなどでの資格取
得や技術の習得の必要性

　２　高等学校への進学
　　 　高等学校の卒業、高卒認定試験などの合格に向けた
教育の必要性

　３　大学等（短大・大学院など）への進学
　　　大学等での教育の必要性
　４　様々なスキルを獲得するための訓練機会の提供
　　 　民間施設での職業訓練や公共職業訓練（障害者職業
訓練を含む）の受講の必要性

　５　実習などの実際の職場での訓練
　　 　職場実習制度や施設外支援などの実際の職場を活用
した訓練の必要性

　６　ジョブコーチ支援制度を活用した支援
　　　ジョブコーチ支援の必要性
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Ⅳ　家族に関すること
　１　本人の家族に対する関係のとり方に対する支援
　　 　本人と家族との関係性、特に本人の家族に対する関
係のとり方の理解

　２　家族の本人に対する関係のとり方に対する支援
　　 　家族と本人との関係性、特に家族の本人に対する関
係のとり方の理解

　３　家族とのコミュニケーション方法についての支援
　　 　本人と家族の間の課題やコミュニケーションのあり
方について知ること

　４　本人の家族内適応に向けた支援
　　 　家庭環境や本人の家族内での適応状況について知る
こと

　５　経済的な支援の必要性
　　　経済的な困窮状況について知ること
　６　本人に対する介護ケアの必要性
　　 　本人に対する介護ケアの必要性について確認するこ
と

　７　本人の子どものケアの必要性
　　 　本人に子どもがいる場合、その子どもケアが必要か
どうかについて確認すること

Ⅴ　文化・社会に関すること
　１　使用する言語による課題の存在
　　 　使用する言語が日本語以外のために課題が存在して
いるかについて確認すること

　２　言葉の課題に対する支援
　　 　使用する言語が日本語以外のために生じた課題に対
する支援の必要性

　３　文化や人種による課題の存在
　　 　文化の違いや人種による課題が存在しているかにつ
いて確認すること

　４　文化や人種の課題に対する支援
　　 　文化の違いや人種により生じた課題に対する支援の
必要性

　５　倫理面の課題の存在
　　 　犯罪やモラルに反する行動など倫理面の課題がある
かについて確認すること

　６　倫理面の課題に対する支援
　　 　犯罪やモラルに反する行動などの倫理面での課題に
対する支援の必要性

　７　宗教に関する課題の存在
　　 　宗教信仰に起因する課題があるかについて確認する
こと

　８　宗教に関する課題に対する支援
　　　宗教信仰に起因する課題に対する支援の必要性
　９　本人の周りにいる人々とのやり取りに対する支援
　　 　周囲の人が本人に対していじめや嘲笑などの態度を
とっていないかについて確認すること

　10 　地域の社会資源（当事者団体や断酒会などを含む）
の紹介

　　 　各障害の当事者の会や断酒会などの地域の社会資源
についての情報提供の必要性

Ⅵ　雇用支援に関すること
　１　企業の組織体制に関連する課題に対する支援
　　 　就職をする会社内の意思伝達のあり方や組織風土に

対する支援の必要性
　２　雇用主の認識や態度に対する支援
　　 　雇用主、管理職、人事担当者の障害に対する理解の
不足や偏見に対する支援の必要性

　３　同僚の認識や態度に対する支援
　　 　職場同僚の障害に対する理解の不足や偏見に対する
支援の必要性

　４　労働組合に関連する課題
　　　労働組合などの会社内組織との協力の必要性
　５　環境面及び物理的な障壁に対する支援
　　 　段差や階段、休憩室など物理的な障壁の有無と支援
の必要性

　６　職務の拡大に向けた支援
　　　キャリアアップに向けた支援の必要性
　７ 　職務内容の調整や職務再設計（読み上げソフトの導
入、拡大読書器の設置なども含む）

　　 　本人の障害状況に応じて職務に関する調整・支援を
する必要性

　８　職務分析の必要性
　　 　職務内容、作業スケジュールの整理及び分析などを
する必要性

Ⅶ　職務配置に関すること
　１　職務配置に関して参考となる情報提供の必要性
　　 　障害者の就業事例などの希望する職務配置を検討な
どするための情報提供の必要性

　２ 　職務配置のための各支援機関の取組内容についての
情報提供

　　 　各支援機関の提供する職場内支援の内容などの情報
提供の必要性

　３　職務配置における支援機関についての情報提供
　　 　地域における就業支援を担う支援機関の情報提供の
必要性

　４　職業相談の実施の必要性
　　 　職務選択や職務従事に向けた相談やカウンセリング
の必要性

　５　職業準備性の獲得に向けた支援の必要性
　　 　職務スキルの獲得だけでなく、対人面、生活面、医
療面などの就職に必要な職業準備性が確立されている
かについて確認すること

　６　求職活動に対する支援
　　 　求職活動の方法を知っており、ハローワーク等を活
用して求職活動をすることができるかについて確認す
ること

　７　職場で発生する困難さに対する支援の必要性
　　 　これまでの職歴などから職場で生じた困難さにどの
ように対応してきたのかについて確認すること

Ⅷ　経済面に関すること
　１　国及び地方自治体の奨学金等の受給に対する支援
　　 　国及び地方自治体における奨学金の受給の可能性の
検討

　２　貸与型の奨学金の受給に対する支援
　　　貸与型奨学金の受給の可能性の検討
　３　返済型の奨学金の受給に対する支援
　　　返済型奨学金の受給の可能性の検討
　４　生活保護受給のための支援
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　　　生活保護の受給に向けた支援の必要性
　５　障害年金の受給のための支援
　　　障害年金の受給に向けた支援の必要性
　６　ハローワーク等への斡旋
　　 　ハローワークへの登録及びハローワークでの職業相
談の実施の必要性

　７　その他の国の経済的援助の活用のための支援
　　　その他の国等の経済的な援助の可能性の検討
　８　雇用保険の受給に対する支援
　　 　ハローワークでの雇用保険の受給に関する相談の機
会の必要性

　９ 　職業リハビリテーションサービスの利用に向けた支
援

　　 　地域障害者職業センターあるいは障害者就業・生活
支援センターへの登録の必要性

　10　民間保険等の利用に関する支援
　　　民間保険等の加入に関する相談の必要性
　11　民間の支援機関の活動に関する支援
　　　社会福祉法人やその他の民間の経済的支援の検討
　12　地域の社会資源の活用に関する支援
　　 　生活支援や余暇支援など、今後の職業生活の維持に
必要となる地域の社会資源の情報提供の必要性

　13　友人や家族等からの援助を得るための支援
　　 　友人や家族からの支援を得るための支援調整の必要
性
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