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■第７回 障 がい者制度改革推進会議（2010年４月12日） 【議事要録】
だい かい しょう しゃ せ い ど かいかく すいしん か い ぎ ねん し が つ にち ぎ じ ようろく

（国際協 力について）
こくさい きょうりょく

○（発言）障 害分野の国際協 力政策の明確化、インクルーシブな国際協 力の推進、
はつげん しょうがい ぶ ん や こくさい きょうりょく せいさく めいかく か こくさい きょうりょく すいしん

ESCAP（国連アジア太平洋経済社会委員会）を初めとする国連機関への支援の強化の
こくれん たいへいよう けいざい しゃかい い い ん かい はじ こくれん き か ん し え ん きょうか

３分野について議論して欲しい。国際協 力を強 調した障 害 者の権利条 約を認識
ぶ ん や ぎ ろ ん ほ こくさい きょうりょく きょうちょう しょうがいしゃ け ん り じょうやく にんしき

し、障 害 者基本法での国際協 力条 項の新設に向けた議論を進めて欲しい。
しょうがいしゃ き ほ ん ほう こくさい きょうりょくじょうこう しんせつ む ぎ ろ ん すす ほ

○（発言）６月23から25日に、ESCAPで今のアジア太平洋障 害 者の 十 年が終わった後、
はつげん ろくがつ にち いま たいへいよう しょうがいしゃ じゅう ねん お あと

どのような取組みをするべきかという議論をする点も含めて議論して欲しい。
と り く ぎ ろ ん てん ふく ぎ ろ ん ほ

議事 所得保障について
ぎ じ しょとく ほしょう

所得保障に関する基本的な方向性について
しょとく ほしょう かん き ほ ん てき ほうこう せい

…主（ ． 、 。１ 現在の障 害のある人の所得保障制度の課題について ご意見を 賜 りたい
げんざい しょうがい ひと しょとく ほしょう せ い ど か だ い ご い け ん たまわ おも

）な書面意見（18名）
しょめん い け ん めい

・障 害基礎年金、特別障 害 者手当の課題について
しょうがい き そ ねんきん とくべつ しょうがいしゃ て あ て か だ い

給付水 準の問題指摘が 最 も多い。少なくとも生活保護の水 準は支給するべき。
きゅうふ すいじゅん もんだい し て き もっと おお すく せいかつ ほ ご すいじゅん しきゅう

老齢基礎年金と同額だが障 害 者は資産形成が困難で、介助を必要とするため状 況が
ろうれい き そ ねんきん どうがく しょうがいしゃ し さ ん けいせい こんなん かいじょ ひつよう じょうきょう

異なる。障 害厚生年金と労働者災害保障保険と障 害基礎年金では給付の格差が大き
こと しょうがい こうせい ねんきん ろうどうしゃ さいがい ほしょう ほ け ん しょうがい き そ ねんきん きゅうふ か く さ おお

い。給付の対 象者を所得保障の必要度に変更して受 給者の範囲や等 級に生かすべき。
きゅうふ たいしょうしゃ しょとく ほしょう ひつよう ど へんこう じゅきゅうしゃ は ん い とうきゅう い

・就 労による所得の確保について
しゅうろう しょとく か く ほ

最低賃金が適用され平均給与の７～８割を目処に障 害にかかる費用の上乗せをす
さいてい ちんぎん てきよう へいきん きゅうよ わり め ど しょうがい ひ よ う う わ の

る制度が望ましい。賃金が得られないための所得保障と障 害による特別出資の補て
せ い ど のぞ ちんぎん え しょとく ほしょう しょうがい とくべつ しゅっし ほ

んの区別を明確にするべき。
く べ つ めいかく

・制度そのものの課題について
せ い ど か だ い

所得保障全体を再検討し給付水 準の引上げが必要不可欠。地域で自立するための
しょとく ほしょう ぜんたい さいけんとう きゅうふ すいじゅん ひ き あ ひつよう ふ か け つ ち い き じ り つ

所得保障の仕組みがない。現物給付か手当支給かその併用かを整理するべき。税制の
しょとく ほしょう し く げんぶつ きゅうふ て あ て しきゅう へいよう せ い り ぜいせい

在り方を含め社会保険方式と社会扶助方式の統合等を抜本的に検討するべき。
あ り か た ふく しゃかい ほ け ん ほうしき しゃかい ふ じ ょ ほうしき とうごう とう ばっぽんてき けんとう

（２．障 害 者権利条 約はすべての障 害のある人が地域で暮らすことができるように
しょうがいしゃ け ん り じょうやく しょうがい ひと ち い き く

することを目指しているが、こうした観点から、どのような仕組みでどの程度の所得
め ざ かんてん し く て い ど しょとく

を保障するべきなのか。 ）…主な書面意見（18名）
ほしょう おも しょめん い け ん めい

・仕組みについて
し く

障 害基礎年金の引上げ 家賃補助 医療費補助を組み合わせ 家賃やアパートの助成、 、 、
しょうがい き そ ねんきん ひ き あ や ち ん ほ じ ょ いりょう ひ ほ じ ょ く み あ や ち ん じょせい

の仕組みも検討するべき。すべての人対 象のベーシックインカムを構築するべき。
し く けんとう ひと たいしょう こうちく

就 労による所得保障をし、保護雇用制度の創設、特別障 害 者手当額の増額をするべ
しゅうろう しょとく ほしょう ほ ご こ よ う せ い ど そうせつ とくべつ しょうがいしゃ て あ て がく ぞうがく
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き。

・所得保障の水 準について
しょとく ほしょう すいじゅん

生活保護法の基準を下回るべきではない。生活保護の水 準まで引き上げるべき。
せいかつ ほ ご ほう きじゅん したまわ せいかつ ほ ご すいじゅん ひ き あ

同世代の市民と同等の生活の基礎を 補 う経済水 準にまで引き上げるべき。障 害ゆえ
どう せ だ い し み ん どうとう せいかつ き そ おぎな けいざい すいじゅん ひ き あ しょうがい

に必要となる支出を勘案し生活保護給付レベル以上の水 準であるべき 社会参加手当。
ひつよう ししゅつ かんあん せいかつ ほ ご きゅうふ いじょう すいじゅん しゃかい さ ん か て あ て

も加えるべき。障 害ゆえの追加費用の指標をつくることは 難 しい。
くわ しょうがい つ い か ひ よ う しひょう むずか

障 害基礎年金について
しょうがい き そ ねんきん

（１.現在の障 害基礎年金の水 準は生活保護基準にも満たないとして、改善を求め
げんざい しょうがい き そ ねんきん すいじゅん せいかつ ほ ご きじゅん み かいぜん もと

る声が従 前より上がっている。また、障 害基礎年金2 級 の支給額を1 級に、1 級
こえ じゅうぜん あ しょうがい き そ ねんきん きゅう しきゅう がく いっきゅう いっきゅう

をそれ以上に引き上げるべきとの意見もある 以上のことを踏まえて 障 害基礎年金。 、
いじょう ひ き あ い け ん いじょう ふ しょうがい き そ ねんきん

の水 準についてのご意見を 賜 りたい。なお、障 害基礎年金は老齢基礎年金の早期
すいじゅん ご い け ん たまわ しょうがい き そ ねんきん ろうれい き そ ねんきん そ う き

支給とみなしているため、障 害基礎年金2 級 が老齢基礎年金と同額になっているこ
しきゅう しょうがい き そ ねんきん きゅう ろうれい き そ ねんきん どうがく

とも、念頭におかれたい。 ）…主な書面意見（18名）
ねんとう おも しょめん い け ん めい

○障 害のみ個別に議論するべき（多数 。障 害だけを取り出さず、全体の中で議論）
しょうがい こ べ つ ぎ ろ ん た す う しょうがい と り だ ぜんたい なか ぎ ろ ん

するべき 老齢基礎年金自体から切り離すべき セーフティーネットとしての年金制度。 。
ろうれい き そ ねんきん じ た い き り は な ねんきん せ い ど

。を構築するべき。日 常生活の困難性と稼働能 力の不十分さに対する保障をするべき
こうちく にちじょう せいかつ こんなん せい か ど う のうりょく ふじゅうぶん たい ほしょう

障 害 者基礎年金２ 級 の額を生活扶助基本生計額に障 害 者加算を加えた額に引き上げ
しょうがいしゃ き そ ねんきん きゅう がく せいかつ ふ じ ょ き ほ ん せいけい がく しょうがいしゃ か さ ん くわ がく ひ き あ

るべき。老齢基礎年金を含め給付水 準を上げる。
ろうれい き そ ねんきん ふく きゅうふ すいじゅん あ

無年金障 害 者について
む ねんきん しょうがいしゃ

（１. 現在の障 害基礎年金は、以下のような要因で無年金となる「谷間の障 害 者」
げんざい しょうがい き そ ねんきん い か よういん む ねんきん た に ま しょうがいしゃ

を生み出している。
う み だ

・国民年金の任意加入時に学生、主婦が障 害を負った場合。
こくみん ねんきん に ん い かにゅう じ がくせい し ゅ ふ しょうがい お ば あ い

・日本国籍をもたない人が障 害を負った場合。
に ほ ん こ く せき ひと しょうがい お ば あ い

・海外に居 住している日本人が障 害を負って帰国した場合。
かいがい きょじゅう に ほ ん じ ん しょうがい お き こ く ば あ い

・所得保障による支援が必要であるにもかかわらず、障 害等 級が低い等のために
しょとく ほしょう し え ん ひつよう しょうがいとうきゅう ひく とう

年金が支給されない場合。
ねんきん しきゅう ば あ い

・保険料を未納としていたため、あるいは保険に未加入であったために年金を受
ほけんりょう み の う ほ け ん み か に ゅ う ねんきん う

けることができない場合。
ば あ い

このような現 状についてのご意見を 伺 いたい。 ）…主な書面意見（18名）
げんじょう ご い け ん うかが おも しょめん い け ん めい

○他に無年金になる原因として、初診日の問題があり、認定は障 害が発生した日に
た む ねんきん げんいん しょしん び もんだい にんてい しょうがい はっせい ひ

するべき（多数 。知的障 害は、地域によって医師の認定が異なる。就 労によって、）
た す う ち て き しょうがい ち い き い し にんてい こと しゅうろう

年金の支給停止 減額される 無年金については 理由を問わず年金制度の中に組み入、 。 、
ねんきん しきゅう て い し げんがく む ねんきん り ゆ う と ねんきん せ い ど なか く み い

れるべき。年金制度は税金で 賄 う必要があるのではないか。
ねんきん せ い ど ぜいきん まかな ひつよう

…主な（２．無年金障 害 者の問題を解 消するためにはどのような手立てが必要か。
む ねんきん しょうがいしゃ もんだい かいしょう て だ ひつよう おも

）書面意見（17名）
しょめん い け ん めい
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○制度の仕組みを簡素化し、社会扶助にするのが望ましい。社会保険方式から税方式
せ い ど し く か ん そ か しゃかい ふ じ ょ のぞ しゃかい ほ け ん ほうしき ぜい ほうしき

に 改 めるべき。財源は全額税金で 賄 うよう制度設計を 行 うべき。障 害であるか否
あらた ざいげん ぜんがく ぜいきん まかな せ い ど せっけい おこな しょうがい いな

、かにかかわらず、勤労所得が最低生活水 準に満たないすべての者に対応する基礎的
きんろう しょとく さいてい せいかつ すいじゅん み もの たいおう き そ てき

普遍的な、ベーシックインカムの考え方を取入れる方がよい。
ふ へ ん てき かんがえかた と り い ほう

年金以外の手当について
ねんきん い が い て あ て

障 害 者が地域での生活を安定的に継続するため、または地域生活に移行する（１．
しょうがいしゃ ち い き せいかつ あんてい てき けいぞく ち い き せいかつ い こ う

ために、家賃を保障する「住 宅手当」の創設が必要であるとする考え方があるが、
や ち ん ほしょう じゅうたく て あ て そうせつ ひつよう かんがえかた

このことについてご意見を 賜 りたい。 ）…主な書面意見（14名）
ご い け ん たまわ おも しょめん い け ん めい

○住 宅手当が必要（多数 。国民的な賛同を得られるかは、疑問を感じる。住 宅手当）
じゅうたく て あ て ひつよう た す う こくみん てき さんどう え ぎ も ん かん じゅうたく て あ て

に、民間からの借上方式、もしくは住 宅斡旋などのサポートを含むべき。グループ
みんかん かりあげ ほうしき じゅうたく あっせん ふく

ホーム ケアホーム以外にも借家 アパートの家賃補助も対 象にするべき 障 害に限、 、 。
い が い しゃくや や ち ん ほ じ ょ たいしょう しょうがい かぎ

らず、低所得を対 象にした仕組みとして、高齢者、ひとり親を対 象にするべき。
てい しょとく たいしょう し く こうれい しゃ おや たいしょう

障 害ゆえに特別に必要とする経費を 補 うためにどのような手当が必要だと（２．
しょうがい とくべつ ひつよう け い ひ おぎな て あ て ひつよう

考 えられるか。 ）…主な書面意見（15名）
かんが おも しょめん い け ん めい

○手当はサービスで支給されるべき まず 現行の制度の対 象者 支給要件 額を見直。 、 、 、
て あ て しきゅう げんこう せ い ど たいしょうしゃ しきゅう ようけん がく み な お

すべき。障 害に 伴 う特別出費の現 状を明らかにし、追加的に必要とされるのはどの
しょうがい ともな とくべつ しゅっぴ げんじょう あき つ い か てき ひつよう

程度か 評価基準ガイドラインを当事者参画の委員会で話し合うべき 基本的給付に含、 。
て い ど ひょうか きじゅん と う じ し ゃ さんかく い い ん かい は な し あ き ほ ん てき きゅうふ ふく

めるべき金額と単独給付に分ける構えが必要。具体的に必要な手当としては、地域
きんがく たんどく きゅうふ わ かま ひつよう ぐ た い て き ひつよう て あ て ち い き

自立手当、ヘルパー対応にかかわる暖房費、上下水道、消 耗 品費、社会参加手当、
じ り つ て あ て たいおう だんぼう ひ じょうげすい どう しょうもうひん ひ しゃかい さ ん か て あ て

コミュニケーション保障、特 別 職に関する手当、移動に係る経費等。
ほしょう とくべつしょく かん て あ て い ど う かか け い ひ とう

財源について
ざいげん

…主な書面意見（ ． 、 。１ 所得保障を拡 充するための財源について ご意見を 賜 りたい
しょとく ほしょう かくじゅう ざいげん ご い け ん たまわ おも しょめん い け ん

）（15名）
めい

○基本的な考え方として、ベーシックインカム実現に向けた税制改革が必要、コンク
き ほ ん てき かんがえかた じつげん む ぜいせい かいかく ひつよう

、リート事業等の公 共事業や防衛費等の支出を削り社会保障費を優先する施策が必要
じぎょう とう こうきょう じぎょう ぼうえい ひ とう ししゅつ けず しゃかい ほしょう ひ ゆうせん し さ く ひつよう

税制改革が不可欠。消費税を財源に制度改革するならば、福祉の充 実を目的に、
ぜいせい かいかく ふ か け つ しょうひ ぜい ざいげん せ い ど かいかく ふ く し じゅうじつ もくてき

障 害 者への所得保障も年金の加算項目として制度化するべき。所得税については、
しょうがいしゃ しょとく ほしょう ねんきん か さ ん こうもく せ い ど か しょとくぜい

累進率のアップ、株式投資や家賃収 入からの課税強化等や、1990年代の負担に戻す
るいしん りつ かぶしき と う し や ち ん しゅうにゅう か ぜ い きょうか とう ねんだい ふ た ん もど

べき 財源論として 租税一般を財源とし課税単位を世帯から個人単位化するなど課税。 、
ざいげん ろん そ ぜ い いっぱん ざいげん か ぜ い た ん い せ た い こ じ ん た ん い か か ぜ い

ベースを広げる税制の改革が必要、拠 出性の社会保険方式ではなく税金で 賄 うべき。
ひろ ぜいせい かいかく ひつよう きょしゅつせい しゃかい ほ け ん ほうしき ぜいきん まかな

その他
そ の た
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○ベーシックインカムや就 労による所得保障が重 要、これから 入 所施設から で
しゅうろう しょとく ほしょう じゅうよう にゅうしょ し せ つ

てくる 仲間たちは しょうがいきそねんきん だけで ちいきで へやを かりて
な か ま

ひとりぐらしや グループホームで せいかつ することは むずかしい（8名 。）
めい

○（発言）障 害手帳所持者に所得保障が必要という議論は、全体の理解を得られな
はつげん しょうがい てちょう し ょ じ もの しょとく ほしょう ひつよう ぎ ろ ん ぜんたい り か い え

い。格差社会で、生活保護を受けることができない、生活保護水 準以下の所得しか
か く さ しゃかい せいかつ ほ ご う せいかつ ほ ご すいじゅん い か しょとく

ない人たちが多いという最近の調査もあり、人権を保障される生活をどのように確保
ひと おお さいきん ちょうさ じんけん ほしょう せいかつ か く ほ

するかという観点からの議論が必要。当面の策を講じるという考え方は辞めるべき。
かんてん ぎ ろ ん ひつよう とうめん さく こう かんがえかた や

○（発言）全国精神障 害 者ネットワーク協議会の調査で、最低必要なのは12.7万円
はつげん ぜんこく せいしん しょうがいしゃ きょうぎ かい ちょうさ さいてい ひつよう えん

と出ている。22万以上という方もいるが、平均をみると、生活保護を上回っている。
で いじょう ほう へいきん せいかつ ほ ご うわまわ

○（発言）年金制度、特に障 害に関しては、矛盾がある。稼働所得が収 入だとい
はつげん ねんきん せ い ど とく しょうがい に か ん むじゅん か ど う しょとく しゅうにゅう

う労働に対する考え方があり、概念を変えないといけない。国民全体に一律年金保障
ろうどう たい かんがえかた がいねん か こくみん ぜんたい いちりつ ねんきん ほしょう

し、個別の問題については個別に 考 えていくという制度設計が必要ではないか。
こ べ つ もんだい こ べ つ かんが せ い ど せっけい ひつよう

○（発言）障 害基礎年金の給付水 準の根拠を点検するべき。1986年頃に全国消費
はつげん しょうがい き そ ねんきん きゅうふ すいじゅん こんきょ てんけん ねんごろ ぜんこく しょうひ

実態調査の65歳以上の単身、無 業 の高齢者の月々の基礎的消費支出を基に５万円に
じったいちょうさ さい いじょう たんしん む ぎょう こうれい しゃ つきづき き そ てき しょうひ ししゅつ もと えん

した。多くの65歳以上のお年寄りは持ち家で家賃がほとんどかからないが、障 害 者
おお さい いじょう と し よ も ち い え や ち ん しょうがいしゃ

の場合は 若くて 社会参加にお金が必要 障 害 者の生活を当面支え それ以外の国民、 、 。 、
ば あ い わか しゃかい さ ん か かね ひつよう しょうがいしゃ せいかつ とうめん ささ い が い こくみん

の最低生活費を保障するようなベーシックインカムにつなげる戦 略が必要。
さいてい せ い か つ ひ ほしょう せんりゃく ひつよう

○（発言）国籍条 項を理由にした無年金者が救 済措置からも除外をされている差別
はつげん こくせき じょうこう り ゆ う む ねんきん しゃ きゅうさい そ ち じょがい さ べ つ

を早 急に是正するべき。現在49歳以上の場合、二次障 害等の心配もある。制度設計
さっきゅう ぜ せ い げんざい さい いじょう ば あ い に じ しょうがいとう しんぱい せ い ど せっけい

にあたっては、障 害ゆえに必要な特別な支出がどの程度あるのかという基礎調査が
しょうがい ひつよう とくべつ ししゅつ て い ど き そ ちょうさ

必要。
ひつよう

○（発言）精神障 害 者は、無年金障 害 者が多いというデータがある。初診と発 病に
はつげん せいしん しょうがいしゃ む ねんきん しょうがいしゃ おお しょしん はつびょう

かなり時間があると、初診日の証 明が取れないことがある。初診のカルテが無いと
じ か ん しょしん にち しょうめい と しょしん な

。か、初診日認定ができずに受 給資格が取れない場合、発 病を初診として見直すべき
しょしん にち にんてい じゅきゅう し か く と ば あ い はつびょう しょしん み な お

この他、いわゆる神経系の強 迫障 害、不安障 害が年金受 給の対 象外になっている。
こ の ほ か しんけい けい きょうはくしょうがい ふ あ ん しょうがい ねんきん じゅきゅう たいしょうがい

また、 週 ２～３回のアルバイト程度でも就 労できるということで年金がカットされ
しゅう かい て い ど しゅうろう ねんきん

る。月３～４万で地域生活は無理。救 済措置も 考 えて欲しい。
つき ち い き せいかつ む り きゅうさい そ ち かんが ほ

○（発言）１万とか２万ならば、自分でお金を使うことは十 分できるが、金額が大
はつげん じ ぶ ん かね つか じゅうぶん きんがく おお
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きい場合に支援が必要で、成年後見しかないという問題がある。成年後見は意義もあ
ば あ い し え ん ひつよう せいねん こうけん もんだい せいねん こうけん い ぎ

るが、政治参加も含めて無権利になってしまう。成年後見の功罪も含めて、検 証が必要。
せ い じ さ ん か ふく む け ん り せいねん こうけん こうざい ふく けんしょう ひつよう

○ 発言 成年後見もいいと思うが そこまで行かない人たちもある 複雑な成年後見（ ） 、 。
はつげん せいねん こうけん おも い ひと ふくざつ せいねん こうけん

なので、なかなか入りきれない。自分のお金のことをもう少し知っていくべきで、
はい じ ぶ ん かね も う す こ し

障 害 者基礎年金のことも含めて、仲間たち、親も含めて、どういうお金なのかとい
しょうがいしゃ き そ ねんきん ふく な か ま おや ふく かね

うことも、教えてくれる支援が必要。
おし し え ん ひつよう

議事 交通アクセス、建物の利用
ぎ じ こうつう たてもの り よ う

１ 基本的な考え方
き ほ ん てき かんがえかた

（移動や建物を含む諸設備の利用の権利について、障 害 者基本法等に明文を置くこ
い ど う たてもの ふく しょ せ つ び り よ う け ん り しょうがいしゃ き ほ ん ほう とう めいぶん お

との是非について、ご意見を 賜 りたい。 ）…主な書面意見
ぜ ひ ご い け ん たまわ おも しょめん い け ん

○基本法に明文化するべき 19名 ほぼ全員が同趣旨 交通基本法との整合性に配慮（ 、 ）。
き ほ ん ほう め い ぶ ん か めい ぜんいん どう し ゅ し こうつう き ほ ん ほう せいごう せい はいりょ

するべき。身体障 害だけでなく知的・発達障 害の負担も軽減するべき。差別禁止法
しんたい しょうがい ち て き はったつ しょうがい ふ た ん けいげん さ べ つ き ん し ほう

にも明文をおくべき。移動の権利として明記するべき。普通の市民が 行 う活動に
めいぶん い ど う け ん り め い き ふ つ う し み ん おこな かつどう

障 害 者も希望すれば参加できる移動権・居 住権を含む利用権、アクセス権の保障が
しょうがいしゃ き ぼ う さ ん か い ど う けん きょじゅうけん ふく り よ う けん けん ほしょう

大切。
たいせつ

２ 「高齢者、障 害 者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下、バリアフリ
こうれい もの しょうがいしゃとう い ど う とう えんかつ か そくしん かん ほうりつ い か

ー新法 」のについて）
しんぽう

（旧 法も含めてバリアフリー新法が果たして来た役割の中で、積 極 的に評価するべ
きゅうほう ふく しんぽう は き やくわり なか せっきょくてき ひょうか

き点について、ご意見を 賜 りたい。 ）…主な書面意見
てん ご い け ん たまわ おも しょめん い け ん

○一定の評価ができる（18名、ほぼ全員が同趣旨 。バリアフリーの取組みが広がり）
いってい ひょうか めい ぜんいん どう し ゅ し と り く ひろ

障 害 者の生活に好影 響を与えた、配慮するべき障 害の範囲が広がった、バリアフリ
しょうがいしゃ せいかつ こう えいきょう あた はいりょ しょうがい は ん い ひろ

ーの基本計画を市町村が定める際に当事者が参画できるようになった 数値目 標を定、
き ほ ん けいかく しちょうそん さだ さい と う じ し ゃ さんかく す う ち もくひょう さだ

め整備を進めてきた、バリアフリーを社会全体が取り組むべき責務として明記した。
せ い び すす しゃかい ぜんたい と り く せ き む め い き

課題としては、知的・発達障 害のある人へ配慮した移動等の円滑化は手付かず、
か だ い ち て き はったつ しょうがい ひと はいりょ い ど う とう えんかつ か て つ

地域間格差が広がった、整備ガイドラインが努力目 標となっている、聴 覚障 害にか
ち い き かん か く さ ひろ せ い び どりょく もくひょう ちょうかくしょうがい

かわる規定が少ない、精神障 害 者の手帳所持者への交通費減免がされない、電光
き て い すく せいしん しょうがいしゃ てちょう し ょ じ しゃ こ う つ う ひ げんめん でんこう

掲示板に緊 急情 報の提 供がされておらず聴 覚障 害 者に的確に情 報を伝える体制
け い じ ば ん きんきゅうじょうほう ていきょう ちょうかくしょうがいしゃ てっかく じょうほう つた たいせい

を整備するべき。
せ い び

（地方都市、農村における輸送機関の縮 小やバリアフリー整備の遅れは、障 害 者及
ち ほ う と し のうそん ゆ そ う き か ん しゅくしょう せ い び おく しょうがいしゃおよ

び高齢者の生活に与える影 響が大きい 現行法適用対 象外の既存建物 既存交通施設。 、
こうれい しゃ せいかつ あた えいきょう おお げんこう ほう てきよう たいしょうがい き そ ん たてもの き そ ん こうつう し せ つ
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の段階的変更と支援策についてどう 考 えるか。 ）…主な書面意見
だんかい てき へんこう し え ん さく かんが おも しょめん い け ん

○対 象建築物の規模が大きすぎる。2010年までにバリアフリー化を図る駅は1 日の
たいしょう けんちく ぶつ き ぼ おお ねん か はか えき いちにち

乗 客数が5000人以上の駅となっているがすべてを対 象とするべき。地域間格差を
じょうきゃくすう にん いじょう えき たいしょう ち い き かん か く さ

是正するために地方や農村の既存施設・交通機関への助成を実施するべき。地方都市
ぜ せ い ち ほ う のうそん き そ ん し せ つ こうつう き か ん じょせい じ っ し ち ほ う と し

・農村部に適合したバリアフリー化整備基準の創設及び目 標数値と期限の設定をす
のうそん ぶ てきごう か せ い び きじゅん そうせつ およ もくひょう す う ち き げ ん せってい

るべき。現行法適用対 象以外の建物や交通施設も改善を 促 すための財政の仕組みを
げんこう ほう てきよう たいしょう い が い たてもの こうつう し せ つ かいぜん うなが ざいせい し く

充 実するべき。家から目的地までの連続した移動を確保するためにドアツードアの
じゅうじつ いえ もくてき ち れんぞく い ど う か く ほ

移動手段などで移動の権利を確保するべき 既存の施設も緊 急度の高いものから改善。
い ど う しゅだん い ど う け ん り か く ほ き そ ん し せ つ きんきゅう ど たか かいぜん

するべき（15名 。）
めい

（地域間格差を埋めるために 「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車 両等の、
ち い き かん か く さ う い ど う とう えんかつ か ひつよう りょかく し せ つ また しゃりょうとう

構造及び設備に関する基準」等の各種基準をどのように策定し、個人にとって必要と
こうぞう およ せ つ び かん きじゅん とう かくしゅ きじゅん さくてい こ じ ん ひつよう

なる合理的配慮が提 供されるような仕組みを構築するべきか。 ）…主な書面意見
ご う り て き はいりょ ていきょう し く こうちく おも しょめん い け ん

○国の基準は最低基準であり地域の実 情に応じた基準を条 例で補強するべき。各種
くに きじゅん さいてい きじゅん ち い き じつじょう おう きじゅん じょうれい ほきょう かくしゅ

基準を細分化し事業者の義務化を強化するべき。個人にとって必要な合理的配慮は
きじゅん さいぶん か じぎょう しゃ ぎ む か きょうか こ じ ん ひつよう ご う り て き はいりょ

各種基準で一律にはできないため、基準の谷間に漏れる人の声をいかに拾うかが大切。
かくしゅ きじゅん いちりつ きじゅん た に ま も ひと こえ ひろ たいせつ

地方で高齢者や障 害 者が円滑に移動するためにコミュニティバスや移動支援の公的
ち ほ う こうれい もの しょうがいしゃ えんかつ い ど う い ど う し え ん こうてき

保障が必要。交通インフラは地域間格差を前提として基準を設定せざるを得ない（16
ほしょう ひつよう こうつう ち い き かん か く さ ぜんてい きじゅん せってい え

名 。）
めい

（同法25 条 により策定される市町村の重 点整備地区の基本計画の義務付け、ならび
どうほう じょう さくてい しちょうそん じゅうてん せ い び ち く き ほ ん けいかく ぎ む づ

に障 害 者の参画について、ご意見があれば 賜 りたい。 ）…主な書面意見
しょうがいしゃ さんかく ご い け ん たまわ おも しょめん い け ん

○重 点整備地区の基本計画策定、協議会の設置、策定からモニタリングまで当事者
じゅうてん せ い び ち く き ほ ん けいかく さくてい きょうぎ かい せ っ ち さくてい と う じ し ゃ

の参画を義務付けるべき（多数 。移動制約者は重 点整備地域だけで生活しているの）
さんかく ぎ む づ た す う い ど う せいやくしゃ じゅうてん せ い び ち い き せいかつ

ではない。当事者の参画にあたり、人選の公開と公平性が重 要。障 害 者をバリアフ
と う じ し ゃ さんかく じんせん こうかい こうへい せい じゅうよう しょうがいしゃ

リーアドバイザーとして養成し雇用につなげる。当該基本計画と地域福祉計画や
ようせい こ よ う とうがい き ほ ん けいかく ち い き ふ く し けいかく

障 害 者計画などとの整合性を確保する。モデル的整備は地域住 民の障 害理解の促進
しょうがいしゃ けいかく せいごう せい か く ほ てき せ い び ち い き じゅうみん しょうがい り か い そくしん

につながる。基本計画に精神障 害 者への配慮を位置づける。基本計画に対する監視
き ほ ん けいかく せいしん しょうがいしゃ はいりょ い ち き ほ ん けいかく たい か ん し

・評価のメカニズムがないから必要（17名 。）
ひょうか ひつよう めい

（障 害 者の権利に関する条 約９ 条１項は 「施設及びサービス利用等の利用の容易、
しょうがいしゃ け ん り かん じょうやくきゅうじょう こう し せ つ およ り よ う とう り よ う た や す

さに対する 妨 げ及び障 壁を特定し、及び撤廃する」ための適切な措置をとることを
たい さまた およ しょうへき とくてい およ てっぱい てきせつ そ ち

規定している 一方で 乗 車拒否 利用拒否があることを 鑑 み 実態調査を 行 い 改善。 、 、 、 、
き て い いっぽう じょうしゃ き ょ ひ り よ う き ょ ひ かんが じったいちょうさ おこな かいぜん

をはかる仕組みについて、ご意見を 賜 りたい。 ）…主な書面意見
し く ご い け ん たまわ おも しょめん い け ん

○乗 車拒否や利用拒否に関する実態調査は必要（18名、ほぼ全員が同趣旨 。同時に、）
じょうしゃ き ょ ひ り よ う き ょ ひ かん じったいちょうさ ひつよう めい ぜんいん どう し ゅ し ど う じ
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乗 車拒否などについての相談や救 済、協議、監視機関等が必要（多数 。当事者を）
じょうしゃ き ょ ひ そうだん きゅうさい きょうぎ か ん し き か ん とう ひつよう た す う と う じ し ゃ

半数以上とする委員会で関連省 庁において相互に情 報交換しながら対策などを
はんすう いじょう い い ん かい かんれん しょうちょう そ う ご じょうほう こうかん たいさく

協議し結果を公 表する。乗 車拒否は直 接差別だから社会的制裁をするべき。
きょうぎ け っ か こうひょう じょうしゃ き ょ ひ ちょくせつ さ べ つ しゃかいてき せいさい

実態調査は乗 車拒否や利用拒否に限定せず 差別事例を広く集める 音声や墨字情 報、 。
じったいちょうさ じょうしゃ き ょ ひ り よ う き ょ ひ げんてい さ べ つ じ れ い ひろ あつ おんせい す み じ じょうほう

だけでは必要な情 報を入 手できない。関係者への研 修の実態調査をするべき。
ひつよう じょうほう にゅうしゅ かんけいしゃ けんしゅう じったいちょうさ

（その他 ）…主な書面意見
そ の た おも しょめん い け ん

○公 共施設や交通機関での絵文字や記号による案内が統一されていないため、知的
こうきょう し せ つ こうつう き か ん え も じ き ご う あんない とういつ ち て き

障 害 者を混乱させることがある。交通事業者の従 業 員の（障 害やバリアフリーに
しょうがいしゃ こんらん こうつう じぎょう もの じゅうぎょういん しょうがい

ついての）教 育が進んでいない。公営住 宅をはじめ住 宅のバリアフリーは急務。
きょういく すす こうえい じゅうたく じゅうたく きゅうむ

乗り物の行き先や切符の買い方が分からない。バスで療育手帳をみせたら「これはな
の り も の い き さ き き っ ぷ か い か た わ てちょう

んですか？」と聞かれた。航空会社スタッフの研 修は不十分。航空機搭 乗時の
き こうくう かいしゃ けんしゅう ふじゅうぶん こ う く う き とうじょう じ

診断書提 出は見直するべき。日本の住 宅のアクセシビリティは低い。一定規模以上
しんだんしょ ていしゅつ み な お に ほ ん じゅうたく ひく いってい き ぼ いじょう

の共 同住 宅など、バリアフリーを義務づけるべき。建物には、情 報やコミュニケー
きょうどうじゅうたく ぎ む たてもの じょうほう

ション保障のために必要な設備・機器が設置できるようあらゆる障 害 者のために
ほしょう ひつよう せ つ び き き せ っ ち しょうがいしゃ

考慮される必要がある（11名 。）
こうりょ ひつよう めい

○（発言）障 害 者個人に合わせた合理的配慮と、権利条 約のアクセシビリティやバ
はつげん しょうがいしゃ こ じ ん あ ご う り て き はいりょ け ん り じょうやく

リアフリーとは 全 く違う。個人に合わせた合理的配慮は過剰な負担という免責条 項
まった ちが こ じ ん あ ご う り て き はいりょ かじょう ふ た ん めんせき じょうこう

。が出てくるが、不特定多数の方が利用する移動などは免責条 項があってはいけない
で ふ と く て い た す う ほう り よ う い ど う めんせき じょうこう

。中 学 校が段差があるといって車椅子を利用する女子の入 学を拒否したが、人権侵害
ちゅうがっこう だ ん さ く る ま い す り よ う じ ょ し にゅうがく き ょ ひ じんけん しんがい

○（発言）地域格差は大きな問題。資金の流れ方が原因。地方が交通機関を整備する
はつげん ち い き か く さ おお もんだい し き ん なが ほう げんいん ち ほ う こうつう き か ん せ い び

場合は、国がお金をつけるべき。地方にはエレベータのない駅や建物がたくさんある。
ば あ い くに かね ち ほ う えき たてもの

○ 発言 交通アクセス 建物の利用を障 害 者に焦 点を当てて整備した結果 高齢者（ ） 、 、
はつげん こうつう たてもの り よ う しょうがいしゃ しょうてん あ せ い び け っ か こうれい もの

や多くの人が利用できるというインクルーシブな開発につながっている。情 報アク
おお ひと り よ う かいはつ じょうほう

セスについて、最低基準及び指針の策定には当事者参画を義務づけるべき。
さいてい きじゅん およ し し ん さくてい と う じ し ゃ さんかく ぎ む

○（発言）国際協 力でもアクセシビリティを十 分に配慮する必要がある。
はつげん こくさい きょうりょく じゅうぶん はいりょ ひつよう

○（発言）バリアフリー新法はハード面の整備が中 心。情 報アクセスに関して努力
はつげん しんぽう めん せ い び ちゅうしん じょうほう に か ん どりょく

義務のままで進展がない。情 報に関する専門家と当事者を交えて議論する必要があ
ぎ む しんてん じょうほう かん せ ん も ん か と う じ し ゃ まじ ぎ ろ ん ひつよう

る。事故や災害、地震、台風等々の非常時に弱 者である障 害 者がどのように避難で
じ こ さいがい じ し ん たいふう とうとう ひ じ ょ う じ じゃくしゃ しょうがいしゃ ひ な ん

きるのかも問われている。緊 急災害に対応するシステムを聴 覚障 害 者、知的障 害 者、
と きんきゅう さいがい たいおう ちょうかくしょうがいしゃ ち て き しょうがいしゃ
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精神障 害 者、発達障 害 者などすべての障 害 者が利用できる体制についての議論も
せいしん しょうがいしゃ はったつ しょうがいしゃ しょうがいしゃ り よ う たいせい ぎ ろ ん

必要。
ひつよう

○（発言）移動制約者と言う時に身体障 害の方々を中 心に 考 えている部分があるの
はつげん い ど う せいやくしゃ と い とき しんたい しょうがい かたがた ちゅうしん かんが ぶ ぶ ん

で、知的障 害や発達障 害の方々への配慮が必要。
ち て き しょうがい はったつ しょうがい かたがた はいりょ ひつよう

○ 発言 アクセスという文言は概念がまだ固まっていないので あえて翻訳する必要（ ） 、
はつげん もんごん がいねん かた ほんやく ひつよう

はないのでは。基本法ではアクセスそのものが人権ということを明らかにするべき。
き ほ ん ほう じんけん あき

○（発言）交通でもわかりやすく説明する支援が必要。全国一緒のお金にするなど、
はつげん こうつう せつめい し え ん ひつよう ぜんこく いっしょ かね

交通機関は同じことをしてほしい。
こうつう き か ん おな

○ 発言 障 害 者は 特に単独で公 共交通機関を利用する時 危険ということで拒否（ ） 、 、
はつげん しょうがいしゃ とく たんどく こうきょう こうつう き か ん り よ う じ き け ん き ょ ひ

されることがある。建物についても、火災が起こったら危ないなどの理由で障 害 者
たてもの か さ い お あぶ り ゆ う しょうがいしゃ

団体や障 害 者個人は拒否されることがある。対策のためにも基本法や差別禁止法な
だんたい しょうがいしゃ こ じ ん き ょ ひ たいさく き ほ ん ほう さ べ つ き ん し ほう

どの関連法律を整備する必要がある。
かんれん ほうりつ せ い び ひつよう

議事 情 報へのアクセス
ぎ じ じょうほう

１ 情 報へのアクセスの基本的な考え方
じょうほう き ほ ん てき かんがえかた

（障 害 者の権利条 約第２１ 条 が明記している表 現の自由、知る権利、平 等に情 報
しょうがいしゃ け ん り じょうやくだい じょう め い き ひょうげん じ ゆ う し け ん り びょうどう じょうほう

サービスを受ける権利について、障 害 者基本法等に明文化することについて、ご意見
う け ん り しょうがいしゃ き ほ ん ほう とう め い ぶ ん か ご い け ん

を 賜 りたい。 ）…主な書面意見
たまわ おも しょめん い け ん

○明文化が必要（20名、ほぼ全員が同趣旨 。我が国は、世界をリードする技術基準）
め い ぶ ん か ひつよう めい ぜんいん どう し ゅ し わ が く に せ か い ぎじゅつ きじゅん

をいち早く整備し、ユニバーサルデザインによる優れた携帯電話やデジタルテレビ
い ち は や せ い び すぐ けいたい で ん わ

放送の字幕対応、または障 害 者のための支援機器も多数開発している。しかし、
ほうそう じ ま く たいおう しょうがいしゃ し え ん き き た す う かいはつ

政府調 達においても 障 害 者の差別禁止という点でも 強 制 力 のある法制度や政策、 、
せ い ふ ちょうたつ しょうがいしゃ さ べ つ き ん し てん きょうせいりょく ほ う せ い ど せいさく

がなく、技術はあっても普及せず、利用できない状 況。
ぎじゅつ ふきゅう り よ う じょうきょう

２ 情 報アクセスとサービスに関する法制化について
じょうほう かん ほうせい か

（いわゆる「バリアフリー新法 （高齢者、障 害 者等の移動等の円滑化の促進に関す」
しんぽう こうれい もの しょうがいしゃとう い ど う とう えんかつ か そくしん かん

る法律）における基準の設定や基本計画の策定と同様に、情 報アクセス分野のバリ
ほうりつ きじゅん せってい き ほ ん けいかく さくてい どうよう じょうほう ぶ ん や

アフリー化を総合的に推進する法制化が必要であるかどうか。 ）…主な書面意見
か そうごうてき すいしん ほうせい か ひつよう おも しょめん い け ん

○独立した法制度にするべきか、他の法律の中に書き込むべきかは議論がわかれるが、
どくりつ ほ う せ い ど た ほうりつ なか か き こ ぎ ろ ん

何らかの法制度が必要である（19名、ほぼ全員が同趣旨 。）
なん ほ う せ い ど ひつよう めい ぜんいん どう し ゅ し
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（情 報アクセス（例えばテレビ放送における手話や字幕、電話リレーサービスな
じょうほう たと ほうそう し ゅ わ じ ま く で ん わ

ど）の最低基準及び指針の必要性についてどのように 考 えるか。 ）…主な書面意見
さいてい きじゅん およ し し ん ひつよう せい かんが おも しょめん い け ん

○最低基準、指針の必要性がある（20名、ほぼ全員が同趣旨 。）
さいてい きじゅん し し ん ひつよう せい めい ぜんいん どう し ゅ し

（情 報アクセスのバリアフリー化に向けた最低基準及び指針の策定においては、ど
じょうほう か む さいてい きじゅん およ し し ん さくてい

のような事項に留意することが必要か、とくに当事者の参画はどのようにあるべきか。
じ こ う りゅうい ひつよう と う じ し ゃ さんかく

）…主な書面意見
おも しょめん い け ん

○当事者参画の必要性、重 要性がある（多数 。最低基準及び指針の策定だけではな）
と う じ し ゃ さんかく ひつよう せい じゅうようせい た す う さいてい きじゅん およ し し ん さくてい

くモニタリングに関する仕組みが必要、海外を含めた先進事例を基にガイドラインを
かん し く ひつよう かいがい ふく せんしん じ れ い もと

作成することや、費用負担の問題の検討が不可欠。
さくせい ひ よ う ふ た ん もんだい けんとう ふ か け つ

３ 情 報アクセスとサービスの実施にあたって
じょうほう じ っ し

（情 報アクセスのバリアフリー化に向けた最低基準及び指針の実施において、その
じょうほう か む さいてい きじゅん およ し し ん じ っ し

実施状 況に対する監視を 行 い、必要に応じて改善を図ることができる仕組みにつ
じ っ し じょうきょう たい か ん し おこな ひつよう おう かいぜん はか し く

いて、ご意見を 賜 りたい。 ）…主な書面意見
ご い け ん たまわ おも しょめん い け ん

○仕組みが必要、もしくは重 要（18名、ほぼ全員が同趣旨 。情 報コミュニケーシ）
し く ひつよう じゅうよう めい ぜんいん どう し ゅ し じょうほう

ョンを保障する法律に当事者参画の下でのモニタリングの監視を盛り込むべき
ほしょう ほうりつ と う じ し ゃ さんかく した か ん し も り こ

（多数 。慎 重論、既存の仕組みの活用。）
た す う しんちょうろん き そ ん し く かつよう

４ 著作権について
ちょさくけん

（情 報アクセスと著作権についてどのように 考 えるか。 ）…主な書面意見
じょうほう ちょさくけん かんが おも しょめん い け ん

○わかりやすい 形 での情 報の提 供が必要。著作権法自体の、権利制限の一般規定、
かたち じょうほう ていきょう ひつよう ちょさくけん ほう じ た い け ん り せいげん いっぱん き て い

フェアユース規定（公正な使用）において、障 害 者が利用する場合の制限にならな
き て い こうせい し よ う しょうがいしゃ り よ う ば あ い せいげん

いようにする 情 報アクセスと著作権はぶつかり合わないので アクセス可能な形態。 、
じょうほう ちょさくけん ぶ つ か り あ か の う けいたい

への変更自体は自由にするべき。著作権自体に、情 報提 供の義務づけが必要。著作
へんこう じ た い じ ゆ う ちょさくけん じ た い じょうほうていきょう ぎ む ひつよう ちょさく

物利用の一般条 項を設け、必要な変形を容易にする制度を設けるべき。情 報アクセ
ぶつ り よ う いっぱん じょうこう もう ひつよう へんけい た や す せ い ど もう じょうほう

スへの権利を著作権で制限する構造となっており、制限をどう外していくかが課題。
け ん り ちょさくけん せいげん こうぞう せいげん はず か だ い

５ その他
そ の た

○情 報という場合には、コミュニケーションとセットで議論するべき。知的の仲間
じょうほう ば あ い ぎ ろ ん ち て き な か ま

たちにとってわかりやすい情 報と、情 報を得ていく 上 で必要とする具体的な配慮や
じょうほう じょうほう え じょう ひつよう ぐ た い て き はいりょ

情 報を伝える支援サービスが必要（12名 。）
じょうほう つた し え ん ひつよう めい

○ 発言 聴 覚に障 害のある人が緊 急を要して通訳者に頼んで電話をかけた場合 例（ ） 、
はつげん ちょうかく しょうがい ひと きんきゅう よう つうやく もの たの で ん わ ば あ い たと
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えば 銀行のキャッシュカードを紛失し 聴 覚障 害 者の人が男性で通訳する人が女性、 、
ぎんこう ふんしつ ちょうかくしょうがいしゃ ひと だんせい つうやく ひと じょせい

だと、オペレーターから本人と認められない。通訳者であれば認めてほしい。確認の
ほんにん みと つうやく もの みと かくにん

方法は、当事者も含めて議論が必要。
ほうほう と う じ し ゃ ふく ぎ ろ ん ひつよう

○ 発言 聴 覚 視覚 盲ろう重 複について情 報アクセスに関する特別規定を基本法（ ） 、 、
はつげん ちょうかく し か く ちょうふく じょうほう かん とくべつ き て い き ほ ん ほう

へ設けるべき 代筆代読の保障や 通訳・介助者の身分保証の方法は課題だが 障 害。 、 、
もう だいひつ だいどく ほしょう つうやく かいじょ もの み ぶ ん ほしょう ほうほう か だ い しょうがい

のある人に対する情 報の利用を解決する制度を設けるべき。著作物の利用を拒むこ
ひと たい じょうほう り よ う かいけつ せ い ど もう ちょさく ぶつ り よ う こば

とは著作権法の本質に反する。読書へのアクセスを読書バリアフリー法といった
ちょさくけん ほう ほんしつ はん どくしょ どくしょ ほう

考え方で整理するべき。弱視の方、高齢者にも重 要。
かんがえかた せ い り じゃくし ほう こうれい しゃ じゅうよう

○（発言）それぞれの市や町や村でどう実現できるかが大事。障 害を理由に、いか
はつげん し まち むら じつげん だ い じ しょうがい り ゆ う

に不便なことがあるか まず具体例を知るべき 市町村に条 例ができ 皆さんが地域、 。 、
ふ べ ん ぐ た い れい し しちょうそん じょうれい みな ち い き

で不便さを解決していくには、トップダウンとボトムアップの両 方大事。
ふ べ ん かいけつ りょうほう だ い じ

、○（発言 「コミュニケーション」は情 報と分けて、定義の整理を。読む権利、話す権利）
はつげん じょうほう わ て い ぎ せ い り よ け ん り はな け ん り

を保障するために点字 手話 文字がある デジタル放送で手話通訳聞く権利 見る権利、 、 、 。
き け ん り み け ん り ほしょう て ん じ し ゅ わ も じ ほうそう し ゅ わ つうやく

を入れる技術的機能がマニュアル化されておらず何年たっても技術的に 難 しいとさ
い き の う か なんねん ぎじゅつてき むずか

アクセスれているので、早 急な解決を。著作権や知的財産権を含め、まず著作物に
さっきゅう かいけつ ちょさくけん ち て き ざいさん けん ふく ちょさく ぶつ

できなければ著作物の存在をつかめない。著作物の存在をつかめない相手に著作権が
ちょさくぶつ そんざい ちょさくぶつ そんざい あ い て ちょさくけん

アクセス権の整理を。行使できるのか？先ずは
こ う し ま けん せ い り

、○（発言）知的障 害のある御本人に権利条 約をわかりやすく伝える本をつくったが
はつげん ち て き しょうがい ご ほんにん け ん り じょうやく つた ほん

、高齢者や子どもにとってもわかりやすいのではないか。テキストデータでも提 供し
こうれい もの こ ていきょう

ほかの障 害の方も利用できる配慮をしている。また新聞「ステージ」の編 集には御
しょうがい ほう り よ う はいりょ しんぶん へんしゅう ご

本人が参画している。わかりやすい 形 で伝えることが大切。
ほんにん さんかく かたち つた たいせつ

○（発言）アメリカでは教 育 省 が子どもや知的障 害 者のための教 育として字幕を
はつげん きょういくしょう こ ち て き しょうがいしゃ きょういく じ ま く

普及しており 字幕つき教 材の教 育効果が確かめられている 子ども用のビデオ素材、 。
ふきゅう じ ま く きょうざい きょういく こ う か たし こ よう そ ざ い

や番組に字幕をつけてほしい。放送大学の字幕も100％ではなく、ＮＨＫ教 育も子ど
ばんぐみ じ ま く ほうそう だいがく じ ま く きょういく こ

もの見る時間帯に字幕はない。字幕の教 育効果を文部科学 省 も把握してほしい。
み じ か ん たい じ ま く じ ま く きょういく こ う か も ん ぶ か が く しょう は あ く

○（発言）特定の障 害のある人たちを対 象に、さまざまなことを変えていくことが
はつげん とくてい しょうがい ひと たいしょう か

社会全般にとってプラスになっていく 社会的な障 壁を解 消していくために 財政的。 、
しゃかい ぜんぱん しゃかいてき しょうへき かいしょう ざいせい てき

にも無駄なく、有効的な政策にたどり着く一番の近道として当事者参画がかぎ。
む だ ゆうこう てき せいさく た ど り つ いちばん ちかみち と う じ し ゃ さんかく
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○（発言）情 報バリアフリー的なものを設けようという議論の際に、日本語が十 分
はつげん じょうほう てき もう ぎ ろ ん さい に ほ ん ご じゅうぶん

理解できないで困っている外国人などを含めた総合的な情 報バリアフリー、コミュ
り か い こま がいこくじん ふく そうごうてき じょうほう

ニケーション保障的な法律にすることも是非検討されていいのではないか。
ほしょう てき ほうりつ ぜ ひ けんとう

○（発言）情 報の問題は、当事者にとっては生存権の基本。立法的な措置で固める
はつげん じょうほう もんだい と う じ し ゃ せいぞん けん き ほ ん りっぽう てき そ ち かた

必要性については大体一致。同時にコミュニケーションの概念を深めていく。その他、
ひつよう せい だいたい い っ ち ど う じ がいねん ふか そ の た

関係審議会等への当事者参画、または、個人情 報保護の観点と障 害当事者の情 報
かんけい しん ぎ か い とう と う じ し ゃ さんかく こ じ ん じょうほう ほ ご かんてん しょうがい と う じ し ゃ じょうほう

保障の統一性あるいはそれを超えた次元での権利保障や、著作権と情 報保障双方を
ほしょう とういつ せい こ じ げ ん け ん り ほしょう ちょさくけん じょうほう ほしょう そうほう

乗り越えた権利としての情 報保障と、今後詰める必要がある。
の り こ け ん り じょうほう ほしょう こ ん ご つ ひつよう

議事 障 害 者施策の予算確保に向けた課題等
ぎ じ しょうがいしゃ し さ く よ さ ん か く ほ む か だ い とう

１ 障 害 者予算の意義について
しょうがいしゃ よ さ ん い ぎ

（日本の障 害 者関係の公的支出（対GDP比）がOECD諸国の中でも低水 準であるとい
に ほ ん しょうがいしゃ かんけい こうてき ししゅつ たい ひ しょこく なか てい すいじゅん

うデータもあることを踏まえて、障 害 者施策に財政を投 入することの社会的意義や
ふ しょうがいしゃ し さ く ざいせい とうにゅう しゃかいてき い ぎ

経済的効果についてご意見を 賜 りたい。 ）…主な書面意見
けいざいてき こ う か ご い け ん たまわ おも しょめん い け ん

○障 害 者予算は社会的、経済的に意義がある（18名、ほぼ全員が同趣旨 。予算を増）
しょうがいしゃ よ さ ん しゃかいてき けいざいてき い ぎ めい ぜんいん どう し ゅ し よ さ ん ふ

やすべき 多数 意義として 安定した社会や経済の形成といった新たな産 業や雇用（ ）。 、
た す う い ぎ あんてい しゃかい けいざい けいせい あら さんぎょう こ よ う

の創 出 重度訪問介護は雇用対策として優れている 重度者施策は福祉・労働・教 育、 、
そうしゅつ じゅうど ほうもん か い ご こ よ う たいさく すぐ じゅうど しゃ し さ く ふ く し ろうどう きょういく

・まちづくりなどさまざまな分野にわたるので効果が大きい、社会の安定に寄与し
ぶ ん や こ う か おお しゃかい あんてい き よ

社会の持続可能性を高める、将 来の社会的総負担を減らす、障 害 者の視点に立った
しゃかい じ ぞ く か の う せ い たか しょうらい しゃかいてき そう ふ た ん へ しょうがいしゃ し て ん た

施策はユニバーサル社会につながる。
し さ く しゃかい

（財政措置の水 準は広い国民的な合意・理解・支援があるかどうかによって左右さ
ざいせい そ ち すいじゅん ひろ こくみん てき ご う い り か い し え ん さ ゆ う

れるといわれ、国でも自治体でも障 害 者施策への予算配分の強化には国民の障 害 者
くに じ ち た い しょうがいしゃ し さ く よ さ ん はいぶん きょうか こくみん しょうがいしゃ

理解の程度が大きな意味を持つ。この点で、障 害 者理解を広げ高める取り組みの改善
り か い て い ど おお い み も てん しょうがいしゃ り か い ひろ たか と り く かいぜん

についてどう 考 えるか。 ）…主な書面意見
かんが おも しょめん い け ん

○国民への理解を広げる必要がある（18名、ほぼ全員が同趣旨 。社会保障全般との）
こくみん り か い ひろ ひつよう めい ぜんいん どう し ゅ し しゃかい ほしょう ぜんぱん

関連の中で理解を求めることが大事。生活空間に障 害のある人が生活し、自然に
かんれん なか り か い もと だ い じ せいかつ くうかん しょうがい ひと せいかつ し ぜ ん

触れ合うことで理解が促進される。社会モデルへ転換するための研 修プログラムの
ふ れ あ り か い そくしん しゃかい てんかん けんしゅう

開発が必要。高齢者も障 害 者福祉サービスが使えると国民の理解は得られるのでは
かいはつ ひつよう こうれい もの しょうがいしゃ ふ く し つか こくみん り か い え

ないか。啓発活動は障 害当事者団体を中 心に企画、運営するのが望ましく、国や
けいはつ かつどう しょうがい と う じ し ゃ だんたい ちゅうしん き か く うんえい のぞ くに

地方公 共団体は財政支援を 行 うべき。推進会議の中 間報告がまとまった段階でタウ
ち ほ う こうきょう だんたい ざいせい し え ん おこな すいしん か い ぎ ちゅうかん ほうこく だんかい

ンミーティングを展開してはどうか。
てんかい
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２ 国と地方の財政負担について
くに ち ほ う ざいせい ふ た ん

（スウェーデンでは個人が福祉サービスを利用した場合の費用を一定額までは地方が
こ じ ん ふ く し り よ う ば あ い ひ よ う いってい がく ち ほ う

負担し、それを超える場合は国が負担するという仕組みを導 入することで、長時間
ふ た ん こ ば あ い くに ふ た ん し く どうにゅう ちょうじかん

介護が必要な場合も必要なだけの支援を受けることができるようにしている。わが国
か い ご ひつよう ば あ い ひつよう し え ん う わ が く に

において、地域間格差があるという現 状を改善する 上 で、障 害 者施策に関する国と
ち い き かん か く さ げんじょう かいぜん じょう しょうがいしゃ し さ く かん くに

地方の財政負担の在り方はどうあるべきか。 ）…主な書面意見
ち ほ う ざいせい ふ た ん あ り か た おも しょめん い け ん

○地域間格差をなくすという方向で進めるべき（17名、ほぼ全員が同趣旨）すべてを
ち い き かん か く さ ほうこう すす めい ぜんいん どう し ゅ し

義務的経費化することは望ましくない。国庫負担基準の範囲内ではなく、要した費用
ぎ む て き け い ひ か のぞ こ っ こ ふ た ん きじゅん は ん い ない よう ひ よ う

の２分の１を国が４分の１を都道府県が負担する真の義務的経費化が必要。地域間
に ぶ ん くに ふん と ど う ふ け ん ふ た ん しん ぎ む て き け い ひ か ひつよう ち い き かん

格差を解 消するために国と自治体とで財政負担を分け合い均等化するべき。人権に
か く さ かいしょう くに じ ち た い ざいせい ふ た ん わ け あ きんとう か じんけん

かかわる問題はある程度国が責任と財源をもって地方自治体を指導していく必要があ
もんだい あ る て い ど くに せきにん ざいげん ち ほ う じ ち た い し ど う ひつよう

る。障 害 者の福祉サービスをどう普及させるかを出 発 点に国と地方の在り方全体を
しょうがいしゃ ふ く し ふきゅう しゅっぱつてん くに ち ほ う あ り か た ぜんたい

考 えるような検討が必要。国庫負担基準という縛りをなくし本来必要なサービスに
かんが けんとう ひつよう こ っ こ ふ た ん きじゅん しば ほんらい ひつよう

ついては国の責任で財政負担することが地域間格差解 消に不可欠。基本的な福祉サ
くに せきにん ざいせい ふ た ん ち い き かん か く さ かいしょう ふ か け つ き ほ ん てき ふ く し

ービスの経費は国で、それ以外のメニューは地方自治体の特 徴を出せるようにする
け い ひ くに い が い ち ほ う じ ち た い とくちょう だ

べき。

３ 障 害 者施策の予算確保について
しょうがいしゃ し さ く よ さ ん か く ほ

（障 害 者施策の予算を確保するために、地域基盤整備の施策項目と達成期間を定め
しょうがいしゃ し さ く よ さ ん か く ほ ち い き き ば ん せ い び し さ く こうもく たっせい き か ん さだ

、た総合的な福祉計画を、財源を明らかにした 上 で定めるべきという考え方について
そうごうてき ふ く し けいかく ざいげん あき じょう さだ かんがえかた

ご意見を 賜 りたい ）。…主な書面意見
ご い け ん たまわ おも しょめん い け ん

○財源を明らかにした上で、施策項目と達成期間を定めた総合的な福祉計画を定める
ざいげん あき うえ し さ く こうもく たっせい き か ん さだ そうごうてき ふ く し けいかく さだ

ことに賛成（14名、ほぼ全員が同趣旨 。脱施設化のための時限立法を設けて、順次）
さんせい めい ぜんいん どう し ゅ し だつ し せ つ か じ げ ん りっぽう もう じゅんじ

地域生活に移行するような仕組みをつくることが必要。予算確保の基準として、権利
ち い き せいかつ い こ う し く ひつよう よ さ ん か く ほ きじゅん け ん り

条 約における平 等な地域生活と、ＯＥＣＤ30か国の中での公的支出の引き上げの２
じょうやく びょうどう ち い き せいかつ か こ く なか こうてき ししゅつ ひ き あ

点。
てん

４ その他
そ の た

○所得保障の議論で出た消費税の問題について反対意見など（8名 。）
しょとく ほしょう ぎ ろ ん で しょうひ ぜい もんだい はんたい い け ん めい

○（発言）ＯＥＣＤでは、政策分野別に定義を決め、定義に合った支出をまとめてい
はつげん せいさく ぶ ん や べつ て い ぎ き て い ぎ あ ししゅつ

る。地方自治体も含めその国で費やされた政策に対する支出をまとめることになって
ち ほ う じ ち た い ふく くに つい せいさく たい ししゅつ

いるが、行 政 上に準備されている統計がどこまで整備されているか国による。
ぎょうせいじょう じゅんび とうけい せ い び か こ く

○（発言）障 害 者施策の予算が、全省 庁の所管するもの全体なら、どうやって把握
はつげん しょうがいしゃ し さ く よ さ ん ぜん しょうちょう しょかん ぜんたい は あ く
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できるのか。把握できないと、ＯＥＣＤとの比較ができない。障 害 者施策、政策に
は あ く ひ か く しょうがいしゃ し さ く せいさく

かかわる予算をある程度把握していかないと、今後の詰めの議論が進みにくいのでは。
よ さ ん あ る て い ど は あ く こ ん ご つ ぎ ろ ん すす

○（発言）ＯＥＣＤについて、ハビリテーションサービスは医療でも福祉でもやって
はつげん いりょう ふ く し

いるので、どう区分けするのかとか、日本で障 害 者施策というと障 害 者雇用が入っ
く わ に ほ ん しょうがいしゃ し さ く しょうがいしゃ こ よ う はい

ているが、ＯＥＣＤでは除いているとか、精査しないといけない。
のぞ せ い さ

○ 発言 社会保障政策費を諸外国と比べるとき その国の福祉の構造と結びつけて 考（ ） 、
はつげん しゃかい ほしょう せいさく ひ しょ がいこく くら くに ふ く し こうぞう むす かんが

えるべき 例えば スウェーデンでは 福祉サービスのような 特に介護等は第１次的。 、 、 、
たと ふ く し とく か い ご とう だい い ち じ てき

には自治体の責任で、公的扶助は国の支出となり、位置づけが違う。また、日本の
じ ち た い せきにん こうてき ふ じ ょ くに ししゅつ い ち ちが に ほ ん

消費税で目的税化すれば、障 害 者施策予算を確保できるというのは大きな誤解を招
しょうひ ぜい もくてき ぜい か しょうがいしゃ し さ く よ さ ん か く ほ おお ご か い まね

く。北欧などで、いわゆる直 接 税と間接税の比率の関係が日本とは発想が違う。
ほくおう ちょくせつぜい かんせつぜい ひ り つ かんけい に ほ ん はっそう ちが

○（発言）ＯＥＣＤでの日本の低い水 準を大きく伸ばすべき。去年の民主党マニフ
はつげん に ほ ん ひく すいじゅん おお の きょねん みんしゅとう

ェスト改革17項目のその15「障害関係予算に数値目 標を定めます」を政府方針とし
かいかく こうもく しょうがいかんけいよさん す う ち もくひょう さだ せ い ふ ほうしん

て示してほしい。推進会議の中 間まとめを市民へ広報してほしい。市町村の４分の
しめ すいしん か い ぎ ちゅうかん し み ん こうほう しちょうそん ふん

１負担や国庫負担基準の超過負担を緩和する仕組み 地域生活の予算中 心の基盤整備、
ふ た ん こ っ こ ふ た ん き じ ゅ ん ち ょ う か ふ た ん か ん わ し く ち い き せいかつ よ さ ん ちゅうしん き ば ん せ い び

が進む仕掛け、サービスの地域間格差を埋める基盤整備や脱施設化を進める時限立法
すす し か ち い き かん か く さ う き ば ん せ い び だつ し せ つ か すす じ げ ん りっぽう

のような仕組みが必要。
し く ひつよう

○（発言）ＯＥＣＤのデータで日本が低い理由は、これまで保護者、家族に依存して
はつげん に ほ ん ひく り ゆ う ほ ご し ゃ か ぞ く い ぞ ん

いたから 精神保健福祉法の保護者制度は典型例 社会的なケアへ変えない限り 仕組。 。 、
せいしん ほ け ん ふ く し ほう ほ ご し ゃ せ い ど てんけい れい しゃかいてき か かぎ し く

みは変わらない。障 害を持っている方の普通に社会へ参加、参画する権利性がなか
か しょうがい も ほう ふ つ う しゃかい さ ん か さんかく け ん り せい

、ったことも理由。障 害 者の権利に関する基本法と、障 害 者の参加、参画を保障する
り ゆ う しょうがいしゃ け ん り かん き ほ ん ほう しょうがいしゃ さ ん か さんかく ほしょう

あるいはサービスの受 給権を明確にした障 害 者の総合福祉法を制定したい。
じゅきゅうけん めいかく しょうがいしゃ そうごう ふ く し ほう せいてい

○（発言）精神科医療費の入 院医療費１兆4,535億を地域へ出せば、脱病 院となる。
はつげん せいしん か いりょう ひ にゅういん いりょう ひ ち い き だ だつ びょういん

社会的入 院が減るし 地域移行できる 皆さん ハッピーで 元気になって 財政的、 。 、 、 、
しゃかいてき にゅういん へ ち い き い こ う みな げ ん き ざいせい てき

には余裕が出る。精神障 害のことを担保してほしい。国が予算をすべて縛るのでは
よ ゆ う で せいしん しょうがい た ん ぽ くに よ さ ん しば

なく福祉の領 域で使う予算と地方の裁 量権を大きくすることが大事。
ふ く し りょういき つか よ さ ん ち ほ う さいりょうけん おお だ い じ

○（発言）オーナーシップは、障 害 者が中 心ということ。推進会議もそういう枠組
はつげん しょうがいしゃ ちゅうしん すいしん か い ぎ わ く ぐ

み。障 害 者や、障 害 者の関係者だけが勝手にやっている政策立案という批判を避け
しょうがいしゃ しょうがいしゃ かんけいしゃ か っ て せいさく りつあん ひ は ん さ

るために、いわゆる障 害 者関係のところとうまく協 力をしていくことがパートナー
しょうがいしゃ かんけい きょうりょく

シップ。 私 たちが持っている専門性や経験を積 極 的に他の分野の人たちに協 力を
わたくし も せんもん せい けいけん せっきょくてき た ぶ ん や ひと きょうりょく
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求めていく姿勢が、推進会議の枠組みが機能することを証 明するためにも必要。
もと し せ い すいしん か い ぎ わ く ぐ き の う しょうめい ひつよう

○ 発言 １つの手法として消費税について議論するべき 消費税の逆 進性をどう緩和（ ） 。
はつげん しゅほう しょうひ ぜい ぎ ろ ん しょうひ ぜい ぎゃくしんせい か ん わ

して、日本に導 入していくか、福祉目的税としてどう使っていくかは重 要。将 来 的
に ほ ん どうにゅう ふ く し もくてき ぜい つか じゅうよう しょうらいてき

には消費税10～25％を視野に入れ、社会保障全体の財源をどう確保するかが重 要。
しょうひ ぜい し や い しゃかい ほしょう ぜんたい ざいげん か く ほ じゅうよう

今後、社会保障分野に投資することこそ日本の公 共投資と概念を変えていくべき。
こ ん ご しゃかい ほしょう ぶ ん や と う し に ほ ん こうきょう と う し がいねん か

○ 発言 日本の場合 所得保障や生活保障を重視し 圧倒的に消 極 的な政策にお金（ ） 、 、
はつげん に ほ ん ば あ い しょとく ほしょう せいかつ ほしょう じゅうし あっとうてき しょうきょくてき せいさく かね

を費やしている。 働 きやすい環 境づくりという点では非常に少ない。 働 けない人
つい はたら かんきょう てん ひじょう すく はたら ひと

への所得保障と合わせて、 働 きやすい環 境整備に予算をつけることも検討するべき。
しょとく ほしょう あ はたら かんきょう せ い び よ さ ん けんとう

○（発言）予算が非常に少なく、障 害 者が一部の人たちの問題となっているが、い
はつげん よ さ ん ひじょう すく しょうがいしゃ い ち ぶ ひと もんだい

つだれがそうなるかわからないので、国民のためにも理解を広げるべき。地方自治体
こくみん り か い ひろ ち ほ う じ ち た い

に財源を与えることが必要。地域生活支援事業を義務的経費に移してほしい。
ざいげん あた ひつよう ち い き せいかつ し え ん じぎょう ぎ む て き け い ひ うつ

○（発言）増税イコール消費税イコール目的税には反対。違う財源を見つけてほしい。
はつげん ぞうぜい しょうひ ぜい もくてき ぜい はんたい ちが ざいげん み

税 収の上がっている地域に国があげるお金は少なく、税 収の上がっていない地域に
ぜいしゅう あ ち い き くに かね すく ぜいしゅう あ ち い き

多くても仕方ない。ナショナルミニマム達成に国が果たすべき役割は大きい。
おお し か た たっせい くに は やくわり おお

○ 発言 全体を通して 意識するべきは 地域 地方の格差が大きいという問題 特（ ） 、 、 、 。
はつげん ぜんたい とお い し き ち い き ち ほ う か く さ おお もんだい とく

に、沖縄の離島、半島、過疎などは、都会で論じているのとは質が違う。それから、
おきなわ り と う はんとう か そ と か い ろん しつ ちが

無年金問題や、精神科病 院などでの社会的入 院などは一刻を 争 う問題。
む ねんきん もんだい せいしん か びょういん しゃかいてき にゅういん いっこく あらそ もんだい

（以上）
いじょう


