
第
だい

3回
かい

障
しょう

がい者
しゃ

制度
せ い ど

改革
かいかく

推進
すいしん

会議
か い ぎ

 「自立
じ り つ

支援法
しえんほう

」「雇用
こ よ う

」意見
い け ん

 

JDF代 表
だいひょう

 小川
お が わ

榮一
えいいち

 
 

※ 障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条 約
じょうやく

の日本語
に ほ ん ご

仮訳
かりやく

については「2008年
ねん

5月
がつ

30日
にち

付
づ

け川島
かわしま

聡
さとし

＝長瀬
な が せ

修
おさむ

仮訳
かりやく

」を引用
いんよう

 

※ 東参与
ひがしさんよ

作成
さくせい

資料
しりょう

「たたき台
だい

」に基
もとづ

いて、障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条 約
じょうやく

は「条 約
じょうやく

」と記
しる

した 

 

分ぶ
ん 

野や 

項
こう

 目
もく

 論
ろん

 点
てん

 等
とう

 JDF意見
い け ん

 

自
立

じ

り

つ

支
援
法

し
え
ん
ほ
う 

地域
ち い き

社会
しゃかい

で

生活
せいかつ

す

る権利
け ん り

 

１、権利
け ん り

規定
き て い

を明文化
めいぶんか

する

必要性
ひつようせい

についてどう考
かんが

え

るか 

明文化
めいぶんか

すべきである。条 約
じょうやく

第
だい

19 条
じょう

では地域
ち い き

生活
せいかつ

の権利
け ん り

を規定
き て い

し、どこ

で誰
だれ

と住
す

むか選択
せんたく

することができ、特定
とくてい

の生活
せいかつ

様式
ようしき

を義務
ぎ む

付
づ

けられな

い、としている。この規定
き て い

に関
かん

して、国連人
こくれんじん

権高
けんこう

等
とう

弁務官
べんむかん

事務所
じ む し ょ

は、①

政府
せ い ふ

の政策
せいさく

を施設
し せ つ

収 容
しゅうよう

から、在宅
ざいたく

や地域
ち い き

支援
し え ん

サービスへ転換
てんかん

すること

を要 求
ようきゅう

し、②障害者
しょうがいしゃ

がどこで誰
だれ

と住
す

むか決定
けってい

する権利
け ん り

を承 認
しょうにん

し、③

自立
じ り つ

生活
せいかつ

の確立
かくりつ

のためには脱施設
だつしせつ

(de-institutionalization)だけでな

く、社会
しゃかい

サービスや健康
けんこう

・住 居
じゅうきょ

、雇用
こ よ う

サービスが要 求
ようきゅう

され、④これら

が法的
ほうてき

権利
け ん り

として確立
かくりつ

される立法的
りっぽうてき

枠
わく

組
ぐ

みが必要
ひつよう

でありすなわちこれ

は政府
せ い ふ

やサービス提供者
ていきょうしゃ

への義務
ぎ む

となる、と解 釈
かいしゃく

している（2009年
ねん

1

月
がつ

）。少
すく

なくとも障害者
しょうがいしゃ

がどこで誰
だれ

と住
す

むかを請 求
せいきゅう

することができる

根拠
こんきょ

となる権利
け ん り

規定
き て い

が必要
ひつよう

である。 

小川
お が わ

委員
い い ん

提 出
ていしゅつ

資料
しりょう

 



２、自立
じ り つ

の概念
がいねん

についてどう

考
かんが

えるか 

条 約
じょうやく

19 条
じょう

のタイトルに使用
し よ う

されている「自立
じ り つ

した（independently

）」は自己
じ こ

決定
けってい

（条 約 上
じょうやくじょう

のautonomy）の意
い

で使用
し よ う

されている。これ

は、国際
こくさい

人権
じんけん

条 約 上
じょうやくじょう

、本条約
ほんじょうやく

において初
はじ

めて導 入
どうにゅう

された新
あら

たな概念
がいねん

である。さまざまな支援
し え ん

を受
う

けながら自己
じ こ

決定
けってい

して地域
ち い き

で自立
じ り つ

した

生活
せいかつ

をすることを意味
い み

するのであり、自立
じ り つ

の概念
がいねん

は「一人
ひ と り

で独立
どくりつ

して

」という意
い

ではない。 

障 害
しょうがい

の

定義
て い ぎ

、

適用
てきよう

範囲
は ん い

 

１、障 害
しょうがい

の範囲
は ん い

についてどう

考
かんが

えるか 

 

条 約
じょうやく

は、社会
しゃかい

参加
さ ん か

が不利
ふ り

となる原因
げんいん

をいわゆる機能
き の う

障 害
しょうがい

と見
み

るの

ではなく、社会
しゃかい

の環 境
かんきょう

との相互
そ う ご

作用
さ よ う

によるもの、とする障 害
しょうがい

の社会
しゃかい

モ

デルを採用
さいよう

し、第
だい

1 条
じょう

で「全
すべ

ての障 害
しょうがい

のある人
ひと

」の権利
け ん り

と尊厳
そんげん

を保護
ほ ご

、

尊 重
そんちょう

する、とある。また、19 条
じょう

の 柱
はしら

書
が

きで「障 害
しょうがい

のある全
すべ

ての人
ひと

に

対
たい

し、他
た

のものとの平 等
びょうどう

の選択
せんたく

の自由
じ ゆ う

をもって地域
ち い き

社会
しゃかい

で生活
せいかつ

する

平 等
びょうどう

の権利
け ん り

を認
みと

める」とある。 

2008年
ねん

以降
い こ う

、社会
しゃかい

保障
ほしょう

制度
せ い ど

審議会
しんぎかい

障害者
しょうがいしゃ

部会
ぶ か い

において、多数
た す う

の委員
い い ん

、

ヒアリング団体
だんたい

から、障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

の障 害
しょうがい

の範囲
は ん い

を、障 害
しょうがい

手帳
てちょう

を持
も

っていない、いわゆる発達
はったつ

障 害
しょうがい

、高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障 害
しょうがい

、軽中度
けいちゅうど

難 聴
なんちょう

、

難 病
なんびょう

等
とう

についても対 象
たいしょう

となるように同法
どうほう

第
だい

４ 条
じょう

の見直
み な お

しが必要
ひつよう

と

の見解
けんかい

が示
しめ

されていたところであるが、昨年
さくねん

3月
がつ

の改正
かいせい

法案
ほうあん

にその旨
むね

が

一部
い ち ぶ

しか反映
はんえい

されていなかった。いわゆる「谷間
た に ま

の障 害
しょうがい

」を生
う

んでい

るところであり、上記
じょうき

条 約
じょうやく

の規定
き て い

に明
あき

らかにそぐわない。現行
げんこう

の手帳
てちょう

制度
せ い ど

などの一律
いちりつ

の医学的
いがくてき

な認定
にんてい

基準
きじゅん

でサービスの適用
てきよう

範囲
は ん い

を決定
けってい

する

現行
げんこう

制度
せ い ど

を見直
み な お

すべきである 



１、現行
げんこう

規定
き て い

にない社会
しゃかい

モデル

の視点
し て ん

に立
た

ったサービス

メニューは必要
ひつよう

か 

教 育
きょういく

や労働
ろうどう

、政治
せ い じ

参加
さ ん か

など社会
しゃかい

参加
さ ん か

に関
かん

するサービスメニューが必要
ひつよう

である。 

 

法定
ほうてい

サ

ービス

メニュ

ー 

２、自立
じ り つ

支援
し え ん

給付
きゅうふ

と地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の区
く

分
わ

けは必要
ひつよう

なのか 

全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を保障
ほしょう

し、権利
け ん り

を担保
た ん ぽ

する法律
ほうりつ

とするために

は、現行
げんこう

の区
く

分
わ

けは再検討
さいけんとう

されるべきである。 

例
たと

えば、情 報
じょうほう

保障
ほしょう

に関連
かんれん

して、条 約
じょうやく

第
だい

21 条
じょう

では、「手話
し ゅ わ

、点字
て ん じ

、

拡大
かくだい

代替
だいたい

〔補助
ほ じ ょ

代替
だいたい

〕コミュニケーション並
なら

びに 自
みずか

ら選択
せんたく

する他
た

のす

べてのアクセシブルなコミュニケーションの手段
しゅだん

、形態
けいたい

及
およ

び様式
ようしき

を用
もち

いることを受
う

け入
い

れ及
およ

び容易
よ う い

にすること」を求
もと

めている。しかし、自立
じ り つ

支援法
しえんほう

では、コミュニケーション支援
し え ん

など「市町村
しちょうそん

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

」

は裁量的
さいりょうてき

経費
け い ひ

の中
なか

に位置
い ち

づけられており、「盲
もう

ろう者
しゃ

向
む

け通訳
つうやく

・

介助員
かいじょいん

派遣
は け ん

事業
じぎょう

」等
とう

の都道府県
と ど う ふ け ん

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

も同様
どうよう

である。手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

や要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

、通訳
つうやく

・介助者
かいじょしゃ

等
とう

の派遣
は け ん

事業
じぎょう

は、未実施
み じ っ し

の市町村
しちょうそん

や県
けん

が多
おお

く残
のこ

され一部
い ち ぶ

自治体
じ ち た い

では有料化
ゆうりょうか

も始
はじ

まっている。地域
ち い き

によってコ

ミュニケーション支援
し え ん

の確保
か く ほ

を困難
こんなん

にする事態
じ た い

が 生
しょう

じている。 

また、第
だい

20 条
じょう

では、「障 害
しょうがい

のある人
ひと

が選択
せんたく

する方法
ほうほう

で及
およ

び時
とき

に、

かつ、負担
ふ た ん

可能
か の う

な費用
ひ よ う

で、障 害
しょうがい

のある人
ひと

の個人
こ じ ん

の移動性
いどうせい

を容易
よ う い

にする

こと」とされている。しかし、障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

に関
かか

わる移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

が裁量的
さいりょうてき

経費
け い ひ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

とされ、各種
かくしゅ

の利用
り よ う

制約
せいやく

や費用
ひ よ う

負担
ふ た ん

により移動
い ど う

が困難
こんなん

になるなど条 約
じょうやく

の規定
き て い

に抵 触
ていしょく

する状 態
じょうたい

も 生
しょう

じて

いる。 



３、法定
ほうてい

メニューの障害者
しょうがいしゃ

の

生活
せいかつ

構造
こうぞう

に沿
そ

った再編
さいへん

成
せい

とシンプル化
か

についてど

う考
かんが

えるか 

 

４、自己
じ こ

決定
けってい

支援
し え ん

の必要性
ひつようせい

につ

いてどう考
かんが

えるか 

全
すべ

ての障 害
しょうがい

のある人
ひと

の国際
こくさい

人権
じんけん

条 約 上
じょうやくじょう

の 新
あたら

しい概念
がいねん

たる「自立
じ り つ

」

した生活
せいかつ

を地域
ち い き

で実現
じつげん

するためには、自己
じ こ

決定
けってい

支援
し え ん

は必須
ひ っ す

である。 

１、ニーズ把握
は あ く

の基本的
きほんてき

視点
し て ん

を

どこに置
お

くか（例
たと

えば、本人
ほんにん

の障 害
しょうがい

の 状 況
じょうきょう

、本人
ほんにん

の

自己
じ こ

決定
けってい

・選択
せんたく

、置
お

かれた

環 境
かんきょう

、及
およ

びそれらの相互
そ う ご

関係
かんけい

） 

 

 

 

 

２、障 害
しょうがい

程度
て い ど

区分
く ぶ ん

の廃止
は い し

とそ

れに代
か

わる協議
きょうぎ

・調 整
ちょうせい

によ

る支給
しきゅう

決定
けってい

プロセスのため

の体制
たいせい

構築
こうちく

についてどう考
かんが

えるか 

 

 

支給
しきゅう

決定
けってい

プ

ロセス 

３、セルフマネジメント・本人
ほんにん

中 心
ちゅうしん

計画
けいかく

と相談
そうだん

支援
し え ん

機関
き か ん

、

ピアカウンセリング・ピアサ

ポートの役割
やくわり

についてどう

考
かんが

えるか 

ピア・サポートについては、条 約
じょうやく

26 条
じょう

1項
こう

で、地域
ち い き

における自立
じ り つ

とイ

ンクルージョンの達成
たっせい

のためにピア・サポートを活用
かつよう

するとあり、制度
せ い ど

の根幹
こんかん

の一つに位置
い ち

づけるべきである。 



４、不服
ふ ふ く

の場合
ば あ い

の異議
い ぎ

申 立
もうしたて

手続
て つ づ

きについてどう考
かんが

える

か 

 

１、重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

の２４時間
じ か ん

介護
か い ご

体制
たいせい

の構築
こうちく

についてど

う考
かんが

えるか 

条 約
じょうやく

第
だい

19 条
じょう

の「障 害
しょうがい

のある全
すべ

ての人
ひと

」のどこで誰
だれ

と住
す

むかを選択
せんたく

す

ることができる権利
け ん り

を認
みと

める、という規定
き て い

からも、24時間
じ か ん

の介護
か い ご

体制
たいせい

の

確立
かくりつ

は必要
ひつよう

となる。権利
け ん り

の問題
もんだい

である。 

また、条 約
じょうやく

第
だい

19 条
じょう

には、障害者
しょうがいしゃ

の自己
じ こ

決定
けってい

に基
もと

づく当事者
とうじしゃ

主導
しゅどう

のサ

ービスである「パーソナル・アシスタンス」を含
ふく

むサービスの確保
か く ほ

が

明記
め い き

された。今後
こ ん ご

の居宅
きょたく

介護
か い ご

の質的
しつてき

量 的
りょうてき

充 実
じゅうじつ

及
およ

び介護者
かいごしゃ

の確保
か く ほ

と、

長時間
ちょうじかん

の見守
み ま も

りを含
ふく

む重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

を知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

にも対 象
たいしょう

拡大
かくだい

する

必要
ひつよう

がある。 

地域
ち い き

移行
い こ う

 

２、地域
ち い き

移行
い こ う

プログラムの

法定化
ほうていか

と期限
き げ ん

の設定
せってい

につい

てどう考
かんが

えるか 

３、地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

策
さく

の法定化
ほうていか

に

ついてどう考
かんが

えるか 

条 約
じょうやく

19 条
じょう

は「地域
ち い き

移行
い こ う

」を国
くに

の政策
せいさく

とするように定
さだ

めている。（a）

項
こう

では、障害者
しょうがいしゃ

は特定
とくてい

の生活
せいかつ

様式
ようしき

が義務付
ぎ む づ

けられない、としている。

特定
とくてい

の生活
せいかつ

様式
ようしき

とは、入 所
にゅうしょ

施設
し せ つ

や病 院
びょういん

などを指
さ

す事
こと

は、条 約
じょうやく

交 渉
こうしょう

の

過程
か て い

からも明
あき

らかであり、特定
とくてい

の生活
せいかつ

様式
ようしき

が実質的
じっしつてき

に強 要
きょうよう

されている

ことが即時的
そくじてき

に是正
ぜ せ い

すべき場合
ば あ い

もあることも、権利
け ん り

条 約
じょうやく

の交 渉
こうしょう

過程
か て い

から明
あき

らかである。現在
げんざい

、13万人
まんにん

の知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

、8万人
まんにん

の身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

が入 所
にゅうしょ

施設
し せ つ

で生活
せいかつ

しており、34万人
まんにん

の精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

が精神科
せいしんか

病 棟
びょうとう

での

生活
せいかつ

を送
おく

っている。いわゆる他
た

の先進国
せんしんこく

と比較
ひ か く

しても非常
ひじょう

に大
おお

きい

数値
す う ち

である。それだけ、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

のための社会
しゃかい

資源
し げ ん

も不足
ふ そ く

してい

る。こうした現 状
げんじょう

を変
か

えるためには、諸外国
しょがいこく

の取
と

り組
く

みからも学
まな

び、

地域
ち い き

移行
い こ う

促進
そくしん

のための法律
ほうりつ

が必要
ひつよう

である。 



１、応益
おうえき

負担
ふ た ん

の廃止
は い し

についてど

う考
かんが

えるか 

正
ただ

しい決定
けってい

であると 考
かんが

える。条 約
じょうやく

第
だい

28 条
じょう

2項
こう

で、「締約
ていやく

国
こく

は、

社会保護
し ゃ か い ほ ご

についての障 害
しょうがい

のある人
ひと

の権利
け ん り

及
およ

びこの権利
け ん り

を障 害
しょうがい

に基
もと

づ

く差別
さ べ つ

なしに享 有
きょうゆう

することについての障 害
しょうがい

のある人
ひと

の権利
け ん り

を認
みと

める

ものとし、この権利
け ん り

の実現
じつげん

を保障
ほしょう

し及
およ

び促進
そくしん

するための適切
てきせつ

な措置
そ ち

を

とる。これには、次
つぎ

の措置
そ ち

を含
ふく

む。」とし、その（a）では、「障 害
しょうがい

の

ある人
ひと

が、 清 浄
しょうじょう

な水
みず

に平 等
びょうどう

にアクセスすることを確保
か く ほ

するための

措置
そ ち

、並
なら

びに障 害
しょうがい

のある人
ひと

が、障 害
しょうがい

に関連
かんれん

する必要
ひつよう

に係
かか

る適切
てきせつ

かつ

負担
ふ た ん

可能
か の う

なサービス、器具
き ぐ

・装具
そ う ぐ

〔福祉
ふ く し

用具
よ う ぐ

〕その他
た

の支援
し え ん

にアクセ

スすることを確保
か く ほ

するための措置
そ ち

」とある。類似
る い じ

の規定
き て い

が第
だい

19 条
じょう

（c）

や第
だい

20 条
じょう

（a）にも存在
そんざい

する。障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

に対
たい

し、定率
ていりつ

に負担
ふ た ん

を求
もと

める自立
じ り つ

支援法
しえんほう

の規定
き て い

と条 約
じょうやく

の規定
き て い

は抵 触
ていしょく

する。 

２、負担
ふ た ん

の有無
う む

についてどのよ

うな原則
げんそく

と考
かんが

え方
かた

をとるの

か 

現時点
げんじてん

では、能 力
のうりょく

に応
おう

じた負担
ふ た ん

という応
おう

能
のう

負担
ふ た ん

が原則
げんそく

であるべきと

考
かんが

える。生活
せいかつ

していくうえでの基本的
きほんてき

権利
け ん り

であるコミュニケーション

支援
し え ん

等
とう

は財政上
ざいせいじょう

義務化
ぎ む か

とすべきであり、全市
ぜ ん し

町 村
ちょうそん

および全県
ぜんけん

での

完全
かんぜん

実施
じ っ し

、無料化
むりょうか

を徹底
てってい

すべきであると 考
かんが

える 

利用者
りようしゃ

負担
ふ た ん

 

３、新基準
しんきじゅん

の設定
せってい

についてどう

考
かんが

えるか 

 

１、医療
いりょう

支援
し え ん

のあり方
かた

について

どう考
かんが

えるか 

 

 
医療
いりょう

支援
し え ん

 

２、負担
ふ た ん

問題
もんだい

についてどう考
かんが

えるか 

 



１、現行
げんこう

の障 害
しょうがい

程度
て い ど

区分
く ぶ ん

に基
もと

づく国庫
こ っ こ

負担
ふ た ん

基準
きじゅん

の問題
もんだい

に

ついてどう考
かんが

えるか 

 

 

２、障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

のため

の財政
ざいせい

負担
ふ た ん

の強化
きょうか

について

どう考
かんが

えるか 

繰
く

り返
かえ

しになるが、条 約
じょうやく

は国
くに

の政策
せいさく

を施設
し せ つ

収 容
しゅうよう

から地域
ち い き

へとするこ

とを求
もと

めている。施設
し せ つ

から地域
ち い き

へ」とのスローガンは掲
かか

げられても、未
いま

だに施設
し せ つ

中 心
ちゅうしん

のサービス・財源
ざいげん

構成
こうせい

となっているのが現実
げんじつ

である。そ

のため、厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

の資料
しりょう

でも、過去
か こ

２年間
ねんかん

で「施設
し せ つ

からの地域
ち い き

生活
せいかつ

移行者
いこうしゃ

」を倍
ばい

する者
もの

が、新
あら

たに施設
し せ つ

に入 所
にゅうしょ

している 状 況
じょうきょう

が明
あき

らかに

なっている。（2005年
ねん

→2007年
ねん

の地域
ち い き

生活
せいかつ

移行者
いこうしゃ

9,344人
にん

に対
たい

して、

新規
し ん き

入所者
にゅうしょしゃ

18,556人
にん

。2008年
ねん

５月
がつ

社会
しゃかい

保障
ほしょう

審議会
しんぎかい

・障害者
しょうがいしゃ

部会
ぶ か い

資料
しりょう

）。

以上
いじょう

のことからも施設
し せ つ

や病 院
びょういん

から地域
ち い き

への移行
い こ う

に関
かん

する現行
げんこう

の施策
し さ く

において、実質的
じっしつてき

な地域
ち い き

移行
い こ う

は進
すす

んでいないと認識
にんしき

しており、障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス予算
よ さ ん

の配分
はいぶん

を地域
ち い き

生活
せいかつ

に重点化
じゅうてんか

すべきであると 考
かんが

える。 

その他 

 

 

３、地域間
ちいきかん

格差
か く さ

をどのようにな

くしていくのか 

 

１、適用
てきよう

範囲
は ん い

（手帳
てちょう

制度
せ い ど

の

問題点
もんだいてん

）についてどう考
かんが

え

るか 

障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進法
そくしんほう

の適用
てきよう

範囲
は ん い

は、障 害
しょうがい

種別
しゅべつ

の福祉法
ふくしほう

で規定
き て い

されてい

る医療
いりょう

モデルに基
もと

づく手帳
てちょう

制度
せ い ど

を根拠
こんきょ

としている。労働
ろうどう

場面
ば め ん

での支援
し え ん

の必要性
ひつようせい

の実態
じったい

と乖離
か い り

している重度
じゅうど

障 害
しょうがい

の定義
て い ぎ

及
およ

び障 害
しょうがい

の範囲
は ん い

の

見直
み な お

しが必要
ひつよう

である。 

雇
用

こ

よ

う 

一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

（

雇用
こ よ う

促進法
そくしんほう

）

 

 
２、障 害

しょうがい

の種別
しゅべつ

による制度的
せいどてき

格差
か く さ

についてどう考
かんが

えるか

 



３、現行
げんこう

法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

制度
せ い ど

の

問題点
もんだいてん

（雇用率
こようりつ

、ダブルカウ

ント制度
せ い ど

、特例
とくれい

子会社
こがいしゃ

、雇用
こ よ う

納付
の う ふ

金
きん

制度
せ い ど

等
とう

）についてどう

考
かんが

えるか 

○法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

 

第
だい

27 条
じょう

(g)項
こう

に関連
かんれん

して、国
くに

及
およ

び地方
ち ほ う

自治体
じ ち た い

は、民間
みんかん

に率先
そっせん

し模範的
もはんてき

に

障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進
そくしん

をおこないかつ現行
げんこう

の雇用率
こようりつ

の設定
せってい

の引
ひ

き上
あ

げも 行
おこな

うべきである。 

○ダブルカウント制度
せ い ど

 

JDF加盟
か め い

団体
だんたい

による調査
ちょうさ

によると、シングルカウントによる実際
じっさい

の

雇用率
こようりつ

は2005年度
ね ん ど

で1.09％ということで、1993年
ねん

の数値
す う ち

と大
おお

きな変化
へ ん か

が無
な

いという結果
け っ か

が出
で

ている。また、ダブルカウント制度
せ い ど

は障害者
しょうがいしゃ

の

尊厳
そんげん

に関
かか

わる問題
もんだい

であり、差別
さ べ つ

問題
もんだい

である。実際
じっさい

の雇用
こ よ う

促進
そくしん

効果
こ う か

に疑問
ぎ も ん

がもたれ、しかも差別性
さべつせい

を帯
お

びているダブルカウント制度
せ い ど

に代
か

わる

制度
せ い ど

が必要
ひつよう

である。 

○特例
とくれい

子会社
こがいしゃ

 

障害者
しょうがいしゃ

と障 害
しょうがい

のない人
ひと

との分離
ぶ ん り

された雇用
こ よ う

体系
たいけい

と 考
かんが

えられる。

条 約
じょうやく

第
だい

27 条
じょう

第
だい

1項
こう

柱
はしら

書
が

きでは、障害者
しょうがいしゃ

への労働
ろうどう

をもつ権利
け ん り

の中
なか

には

、インクルーシブでアクセシブルな環 境
かんきょう

において、障 害
しょうがい

のある人
ひと

が

自由
じ ゆ う

に選択
せんたく

し、引
ひ

き受
う

けた労働
ろうどう

を通
つう

じて生計
せいけい

を立
た

てる機会
き か い

の権利
け ん り

も含
ふく

まれる、とある。現行
げんこう

の特例
とくれい

子会社
こがいしゃ

並
なら

びに支援法上
しえんほうじょう

の就 労
しゅうろう

支援
し え ん

・就 労
しゅうろう

移行
い こ う

体制
たいせい

は、条 約
じょうやく

の規定
き て い

にあるインクルーシブな環 境
かんきょう

であるといえ

ず、障 害
しょうがい

のない人
ひと

と平 等
びょうどう

に 職 業
しょくぎょう

や職場
しょくば

を選択
せんたく

する権利
け ん り

を保障
ほしょう

する

制度
せ い ど

となっていない。 

○雇用
こ よ う

納付
の う ふ

金
きん

制度
せ い ど

 



４、職場
しょくば

における合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の

実現
じつげん

プロセスと異議
い ぎ

申 立
もうしたて

に

ついてどう考
かんが

えるか 

今後
こ ん ご

、法制化
ほうせいか

されるべき差別
さ べ つ

禁止法
きんしほう

の規定
き て い

に 則
のっと

って、実現
じつげん

されるべき

ものであるべきと 考
かんが

える。 

１、労働者性
ろうどうしゃせい

と労働
ろうどう

法規
ほ う き

の適用
てきよう

についてどう考
かんが

えるか 

条 約
じょうやく

第
だい

27 条
じょう

(a)では、あらゆる形態
けいたい

の雇用
こ よ う

に係
かか

るすべての事項
じ こ う

に付
つ

き、障 害
しょうがい

に基
もと

づく差別
さ べ つ

を禁止
き ん し

している。自立
じ り つ

支援法上
しえんほうじょう

の就 労
しゅうろう

移行
い こ う

事業
じぎょう

や就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

事業
じぎょう

は条 約 上
じょうやくじょう

の「あらゆる雇用
こ よ う

形態
けいたい

」に含
ふく

まれると

思
おも

われるが、特
とく

に、①利用者
りようしゃ

負担
ふ た ん

、②就 労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

事業所
じぎょうしょ

への労働
ろうどう

法規
ほ う き

の適用
てきよう

の問題
もんだい

が解決
かいけつ

されないと条 約
じょうやく

に抵 触
ていしょく

すると 考
かんが

えられる。 

２、 低
さいてい

賃金
ちんぎん

と賃金
ちんぎん

補填
ほ て ん

につい

てどう考
かんが

えるか 

低
さいてい

賃金法
ちんぎんほう

の「精神
せいしん

又
また

は身体
しんたい

の障 害
しょうがい

により 著
いちじる

しく労働
ろうどう

能 力
のうりょく

の低
ひく

い

者
もの

」という 低
さいてい

賃金
ちんぎん

減額
げんがく

特例
とくれい

は、障 害
しょうがい

について直 接
ちょくせつ

言 及
げんきゅう

しており、

障 害
しょうがい

に 基
もとづ

くあらゆる分離
ぶ ん り

、排除
はいじょ

、制限
せいげん

を差別
さ べ つ

とする条 約
じょうやく

2 条
じょう

に抵 触
ていしょく

しており、改正
かいせい

すべきである。スウェーデンやオランダなどのように、

労働
ろうどう

対価
た い か

の不足分
ふそくぶん

については、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

に負担
ふ た ん

がかからないように国
くに

等
とう

で 低
さいてい

賃金分
ちんぎんぶん

を保証
ほしょう

すべきである。 

３、就 労
しゅうろう

支援
し え ん

事業
じぎょう

のあるべき

姿
すがた

についてどう考
かんが

えるか 

 

福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

（

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

）

４、一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

における就 労
しゅうろう

支援
し え ん

（通勤
つうきん

支援
し え ん

、身体
しんたい

介護
か い ご

、

ジョブコーチ）についてどう

考
かんが

えるか 

 



シーム

レスな

支援
し え ん

 

１、一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

と福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

の

制度間
せいどかん

格差
か く さ

とサービスの

断絶
だんぜつ

の問題
もんだい

についてどう考
かんが

えるか 

至急
しきゅう

是正
ぜ せ い

の必要
ひつよう

な部分
ぶ ぶ ん

であると思
おも

われる。例
たと

えば、自立
じ り つ

支援法上
しえんほうじょう

の

就 労
しゅうろう

支援
し え ん

では、その制度
せ い ど

の利用者
りようしゃ

は一定
いってい

の負担
ふ た ん

を強
し

いられ、一方
いっぽう

、

障 害
しょうがい

のない人
ひと

の就 労
しゅうろう

支援
し え ん

は無料
むりょう

の 職 業
しょくぎょう

訓練校
くんれんこう

利用
り よ う

や日
にっ

当
とう

も支給
しきゅう

さ

れる。障 害
しょうがい

のない人
ひと

及
およ

び一般
いっぱん

就 労
しゅうろう

につながる障害者
しょうがいしゃ

と、そうでない

障害者
しょうがいしゃ

の制度上
せいどじょう

の差別
さ べ つ

である。権利
け ん り

条 約
じょうやく

第
だい

19 条
じょう

（ｃ）では、他
た

の者
もの

と平 等
びょうどう

に障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち い き

社会
しゃかい

サービス及
およ

び施設
し せ つ

が利用
り よ う

可能
か の う

であり、

障害者
しょうがいしゃ

のニーズに応
おう

ずることを確保
か く ほ

する、とある。 

１、社会的
しゃかいてき

事業所
じぎょうしょ

の法
ほう

制度化
せ い ど か

に

ついてどう考
かんが

えるか 

 雇用
こ よ う

の

創 出
そうしゅつ

 

２、いわゆるハート購入法
こうにゅうほう

に

ついてどう考
かんが

えるか 

 

１．関連
かんれん

法体
ほうたい

系
けい

全体
ぜんたい

をどう考
かんが

えるか 

①現行
げんこう

の障 害
しょうがい

別
べつ

福祉法
ふくしほう

（身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

、精神
せいしん

保健
ほ け ん

及
およ

び精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

に関
かん

する法律
ほうりつ

、発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援法
しえんほう

）と新
あら

たな

「総合的
そうごうてき

な福祉
ふ く し

法制
ほうせい

」との関連
かんれん

、②雇用
こ よ う

政策
せいさく

と「福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

政策
せいさく

」と

の関係
かんけい

、③医療
いりょう

と福祉
ふ く し

との関係
かんけい

、④障 害
しょうがい

のある子
こ

どもの法的
ほうてき

な位置
い ち

づ

け 等
とう

を総合的
そうごうてき

に再検討
さいけんとう

する必要
ひつよう

がある。 

その他
た

 

２．授権法
じゅけんほう

体系
たいけい

の問題
もんだい

 たたき台
だい

の項目
こうもく

「地域
ち い き

社会
しゃかい

で生活
せいかつ

する権利
け ん り

」の①に関連
かんれん

するが、現行法
げんこうほう

体系
たいけい

は広範
こうはん

な裁 量
さいりょう

を行 政
ぎょうせい

機関
き か ん

に許容
きょよう

する授権法
じゅけんほう

となっている。権利
け ん り

としてサービス等
とう

の提 供
ていきょう

を請 求
せいきゅう

できる担保
た ん ぽ

となる法
ほう

制度
せ い ど

とはなって

いないという問題
もんだい

がある。 



３．雇用
こ よ う

の継続
けいぞく

および発展
はってん

・

職場
しょくば

復帰
ふ っ き

のための制度
せ い ど

確立
かくりつ

 

雇用
こ よ う

促進法
そくしんほう

の適用
てきよう

時期
じ き

は永続的
えいぞくてき

なものではなく、条 約
じょうやく

の規定上
きていじょう

、現行
げんこう

の雇用
こ よ う

促進法
そくしんほう

を、雇用
こ よ う

の継続
けいぞく

および発展
はってん

を明確
めいかく

に位置
い ち

づけた法律
ほうりつ

に

改変
かいへん

すべきである。そのためには、障害者
しょうがいしゃ

への個別
こ べ つ

の支援
し え ん

、受
う

け入
い

れ

側
がわ

の体制
たいせい

整備
せ い び

も同時
ど う じ

に 行
おこな

われなければならない。例
たと

えば、電動
でんどう

車椅子
くるまいす

と介助者
かいじょしゃ

を利用
り よ う

して社会
しゃかい

生活
せいかつ

をする障害者
しょうがいしゃ

には、通勤
つうきん

に対
たい

する支援
し え ん

（例
たと

えば介助者
かいじょしゃ

やガイドヘルパー利用
り よ う

のための支援
し え ん

）職場
しょくば

での合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

、職場
しょくば

介助
かいじょ

が必要
ひつよう

となる。国
くに

や自治体
じ ち た い

、企業
きぎょう

がそれぞれの役割
やくわり

を

分担
ぶんたん

することになるが、体系
たいけい

だった支援
し え ん

が必要
ひつよう

となるのはいうまでも

無
な

い。条 約
じょうやく

が規定
き て い

する権利
け ん り

の実施
じ っ し

にはこうした体系
たいけい

が必要
ひつよう

であるとい

うことである。しかし、現行
げんこう

体制
たいせい

では、自立
じ り つ

支援法
しえんほう

、雇用
こ よ う

促進法
そくしんほう

が別
べつ

体系
たいけい

で施策
し さ く

が進
すす

められており、雇用
こ よ う

の継続
けいぞく

および発展
はってん

のための法律
ほうりつ

は存在
そんざい

しない。 

まず、自立
じ り つ

支援法
しえんほう

には社会
しゃかい

参加
さ ん か

への支援
し え ん

が規定
き て い

されていない。 

 


