
障
しょう

がい者
し ゃ

基本法
き ほ ん ほ う

の改正
か い せ い

について・その１ 
 

                       ２０１０年
ねん

１月
がつ

２２日
にち

 

                        大
おお

  谷
たに

  恭
きょう

  子
こ

 

 

障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

を、障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

を国内
こくない

で実効力
じっこうりょく

あるものにするための

基本法
き ほ ん ほ う

と位置
い ち

づけ、障
しょう

がい者
しゃ

権利法
け ん り ほ う

に抜
ばっ

本的
ぽんてき

に改正
かいせい

する必要
ひつよう

がある。（とりあ

えず、その１として提案
ていあん

します。） 

 

１、基本法
き ほ ん ほ う

を 障
しょう

がい者
しゃ

の権利
け ん り

章典
しょうてん

とすること 

 

権利
け ん り

条約
じょうやく

に明記
め い き

された人権
じんけん

を国内法
こくないほう

レベルで確認
かくにん

し、今後
こ ん ご

各関連
かくかんれん

法規
ほ う き

に

おいて整備
せ い び

・保障
ほしょう

されるそれぞれの権利
け ん り

の根拠
こんきょ

となるべきものとすること。 

具体的
ぐ た い て き

には以下
い か

のことが不可欠
ふ か け つ

となると思
おも

われる。 

（１）前文
ぜんぶん

を設
もう

け理念
り ね ん

・哲学
てつがく

を指
さ

し示
しめ

すこと 

前文
ぜんぶん

に基本法
き ほ ん ほ う

が権利
け ん り

条約
じょうやく

を受
う

けたものであることを明記
め い き

し、法
ほう

の

運用
うんよう

・解釈
かいしゃく

の指針
し し ん

を、 障
しょう

がい者
しゃ

の尊厳
そんげん

と人権
じんけん

の尊重
そんちょう

にそうものとする

ことを確固
か っ こ

たる理念
り ね ん

・哲学
てつがく

をもって提示
て い じ

すること。 

（２）権利
け ん り

法
ほう

とすること 



法
ほう

の目的
もくてき

を、福祉
ふ く し

の増進
ぞうしん

ではなく尊厳
そんげん

と人権
じんけん

の尊重
そんちょう

の促進
そくしん

とし、福祉
ふ く し

を

権利
け ん り

として位置
い ち

づけること。 

（３）権利
け ん り

の主体
しゅたい

を明
あき

らかにすること 

各条項
かくじょうこう

を、 障
しょう

がいのある人が権利
け ん り

の主体
しゅたい

であることを明
あき

らかにし、

法文上
ほうぶんじょう

も「 障
しょう

がいのある人
ひと

は・・・」と規定
き て い

すること。 

 

２、権利
け ん り

条約
じょうやく

に確認
かくにん

された従来
じゅうらい

国
こく

内法
ないほう

には明記
め い き

されていない概念
がいねん

を定義
て い ぎ

し、

今後
こ ん ご

各関連
かくかんれん

法令
ほうれい

の改正
かいせい

の総則
そうそく

を規定
き て い

すること。 

 

具体的
ぐ た い て き

には最低限
さいていげん

以下
い か

のことが不可欠
ふ か け つ

になると思
おも

われる。 

（１） 障
しょう

がいの定義
て い ぎ

を社会
しゃかい

モデルとすること。 

障
しょう

がいの定義
て い ぎ

は、単
たん

なる概念
がいねん

の問題
もんだい

ではなく、広
ひろ

く国民
こくみん

に 障
しょう

がいとは

社会
しゃかい

の関係
かんけい

で「発症
はっしょう

」もしくは「軽減
けいげん

」するものであり、排他的
は い た て き

な社会
しゃかい

に

あっては 障
しょう

がいはより困難
こんなん

を 伴
ともない

い、逆
ぎゃく

に 障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に生
い

きる社会
しゃかい

にあっては、 障
しょう

がいは軽減
けいげん

あるいは意識
い し き

されることもない

ものとして啓蒙
けいもう

することを意識
い し き

して規定
き て い

すること。 

（２）インクルージョン 

インクルージョンは、政府
せ い ふ

仮訳文
かりやくぶん

では、「社会
しゃかい

に受
う

け入
い

れらること」と



されているが、これを基本
き ほ ん

理念
り ね ん

として確認
かくにん

すること。権利
け ん り

条約
じょうやく

３ 条
じょう

は、

インクルージョンを権利
け ん り

条約
じょうやく

全体
ぜんたい

を 貫
つらぬ

く一般
いっぱん

原則
げんそく

とし、尊厳
そんげん

、非差別
ひ さ べ つ

と

同列
どうれつ

に位置付
い ち づ

けている。 

インクルージョンの訳
やく

および定義
て い ぎ

については未
いま

だ確定
かくてい

したものはない

が、これについても条約
じょうやく

の理念
り ね ん

に 則
のっと

り適
てき

切
せつ

に規定
き て い

する必要
ひつよう

がある。 

（３）合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

 

権利
け ん り

条約
じょうやく

は 障
しょう

がいのある人
ひと

の人権
じんけん

及
およ

び自由
じ ゆ う

を確保
か く ほ

するために社会
しゃかい

に

合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

義務
ぎ む

を課
か

し、これが保
ほ

障
しょう

されていないことは差別
さ べ つ

であると

明言
めいげん

した。これについても基本法
き ほ ん ほ う

に盛
も

り込
こ

み定義
て い ぎ

を明確
めいかく

にする必要
ひつよう

がある。 

 

以上
いじょう

、障
しょう

がいとは社会
しゃかい

との関係
かんけい

によって 生
しょう

じるものであり、また 障
しょう

が

いのある人
ひと

を社会
しゃかい

が受
う

け入
い

れなければならず、そのためには社会
しゃかい

が 障
しょう

が

いのある人
ひと

のために合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

をしなければならないこと、これを三位
さ ん み

一体
いったい

として国民
こくみん

が理
り

解
かい

しうるように、基本法
き ほ ん ほ う

に盛
も

り込
こ

む必要
ひつよう

がある。 

 

３、権利
け ん り

条約
じょうやく

に確認
かくにん

された従来
じゅうらい

国
こく

内法
ないほう

では明記
め い き

されていない権利
け ん り

（憲法
けんぽう

１３

条
じょう

幸福
こうふく

追求権
ついきゅうけん

によって認
みと

められていたものを含
ふく

む）について、明文
めいぶん

で保障
ほしょう

すること。 

 



具体的
ぐ た い て き

には以下
い か

の権利
け ん り

についての規定
き て い

が不可欠
ふ か け つ

であると思
おも

われる。 

（１）個人
こ じ ん

のインテグリティ（不可侵性
ふ か し ん せ い

）の保護
ほ ご

 

権利
け ん り

条約
じょうやく

１７ 条
じょう

は 障
しょう

がいのある人
ひと

の身体的
しんたいてき

・精神的
せいしんてき

なインテグリティ

（不可侵性
ふ か し ん せ い

）を尊 重
そんちょう

される権利
け ん り

を保障
ほしょう

しているが、インテグリティの訳
やく

に

ついては、政府
せ い ふ

仮訳文
かりやくぶん

が誤訳
ご や く

とも思
おも

われる内容
ないよう

であったことから、この訳
やく

を検討
けんとう

したうえで、権利
け ん り

として定義
て い ぎ

し規定
き て い

する必要
ひつよう

がある。 

（２）自立
じ り つ

（自律
じ り つ

）した生活
せいかつ

及
およ

び地域
ち い き

社会
しゃかい

で生活
せいかつ

する権利
け ん り

 

権利
け ん り

条約
じょうやく

１９ 条
じょう

は地域
ち い き

社会
しゃかい

で生活
せいかつ

する権利
け ん り

を、その内容
ないよう

を含
ふく

めて

具体的
ぐ た い て き

に保障
ほしょう

している。これを基本法
き ほ ん ほ う

に盛
も

り込
こ

むことは不可欠
ふ か け つ

である。 

（３）言語
げ ん ご

（手話
し ゅ わ

）に関
かん

する権利
け ん り

 

権利
け ん り

条約
じょうやく

は手話
し ゅ わ

を言語
げ ん ご

として位置
い ち

づけ、手話
し ゅ わ

の 習
しゅう

得
とく

をアイデンティテ

ィ形成
けいせい

のための権利
け ん り

として位置
い ち

づけている。ろう、盲
もう

ろうの人
ひと

の教育
きょういく

に

ついての権利
け ん り

（２４ 条
じょう

３項
こう

ｂ
びー

、ｃ
しー

）についても関連
かんれん

しているので、その前提
ぜんてい

としても規定
き て い

する必要
ひつよう

がある。 

 

４、権利
け ん り

主体
しゅたい

として脆弱
ぜいじゃく

な女性
じょせい

および子
こ

どもについて、条項
じょうこう

を設
もう

けること 

 

（１） 障
しょう

がいのある女性
じょせい

 



権利
け ん り

条約
じょうやく

は 障
しょう

がいのある女性
じょせい

が複合的
ふくごうてき

差別
さ べ つ

を受
う

けていることを認
みと

め、

第
だい

６ 条
じょう

のみならず、搾取
さくしゅ

および暴力
ぼうりょく

虐待
ぎゃくたい

からの自由
じ ゆ う

（１６ 条
じょう

）、健
けん

康
こう

（２

５ 条
じょう

）、十分
じゅうぶん

な生活
せいかつ

水準
すいじゅん

および社会
しゃかい

保
ほ

護
ご

（２８ 条
じょう

）、 障
しょう

がいのある人
ひと

の

権利
け ん り

に関
かん

する委
い

員
いん

会
かい

（３４ 条
じょう

）に、各
かく

ジェンダーを意識
い し き

した文
もん

言
ごん

を入
い

れ

ている。よって基本法
き ほ ん ほ う

にもこれを受
う

ける総合的
そうごうてき

規定
き て い

が必要
ひつよう

である。 

（２） 障
しょう

がいのある子
こ

ども 

権利
け ん り

条約
じょうやく

は 障
しょう

がいのある子
こ

どもについて、一般
いっぱん

原則
げんそく

（３ 条
じょう

）として 障
しょう

がいのある子
こ

どもの発達
はったつ

しつつある能力
のうりょく

の尊重
そんちょう

およびアイデンティティ

を保持
ほ じ

する権利
け ん り

の尊重
そんちょう

を規定
き て い

し、さらに個別
こ べ つ

に 障
しょう

がいのある子
こ

どもの

権利
け ん り

（７ 条
じょう

）について規定
き て い

している。その内容
ないよう

はほぼすでに批准
ひじゅん

してい

る子
こ

どもの権利
け ん り

条約
じょうやく

に規定
き て い

されていることではあるが、わが国
くに

は子供
こ ど も

の

権利
け ん り

条約
じょうやく

の批准
ひじゅん

時
じ

に国内法
こくないほう

整備
せ い び

としての法
ほう

を制定
せいてい

しなかったことにより、

例
たと

えば子供
こ ど も

の意見
い け ん

表明権
ひょうめいけん

についても明確
めいかく

な規定
き て い

を有
ゆう

していない。よって

この点
てん

についても基本法
き ほ ん ほ う

に盛
も

り込
こ

む必
ひつ

要
よう

がある。 

 

５、各
かく

権利
け ん り

の内容
ないよう

について、従来
じゅうらい

国
こく

内法
ないほう

において明確
めいかく

になっていないことを明
あき

らかにすること 

 



（１）差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

 

 基
き

本
ほん

法
ほう

３ 条
じょう

３項
こう

は差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

をうたっているが、差別
さ べ つ

の定義
て い ぎ

もなく、

裁判
さいばん

規範性
き は ん せ い

も有
ゆう

していない。よって、別条
べつじょう

を設
もう

けて、合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の欠如
けつじょ

も

含
ふく

め差
さ

別
べつ

の定
てい

義
ぎ

を明確
めいかく

にする必要
ひつよう

がある。なお、裁
さい

判
ばん

規
き

範
はん

性
せい

を有
ゆう

する差
さ

別
べつ

禁止法
き ん し ほ う

の制定
せいてい

の必要性
ひつようせい

については、別途
べ っ と

意見
い け ん

を述
の

べることとする。 

（２）教育
きょういく

 

基本法
き ほ ん ほ う

１４ 条
じょう

は教育
きょういく

について「年齢
ねんれい

、能力
のうりょく

および障害
しょうがい

の 状
じょう

態
たい

に応
おう

じ」

保障
ほしょう

するとしている。また３項
こう

においては、障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

とない児童
じ ど う

と

の交流
こうりゅう

及
およ

び共同
きょうどう

学習
がくしゅう

を積極的
せっきょくてき

に進
すす

めることによって、その相互
そ う ご

理解
り か い

を

促進
そくしん

しなければならないとしている。このように、わが国
くに

の学校
がっこう

教育
きょういく

法
ほう

は

原則
げんそく

分離
ぶ ん り

別学
べつがく

となっている。しかし、これは権利
け ん り

条約
じょうやく

がインクルーシブ

教育
きょういく

を保障
ほしょう

していることと決定的
けっていてき

に抵触
ていしょく

する。このことにより特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

は、権利
け ん り

条約
じょうやく

の理念
り ね ん

に 則
のっと

り再編
さいへん

成
せい

されるべきである。  

 

権利
け ん り

条約
じょうやく

２４ 条
じょう

はインクルーシブ教育
きょういく

を保障
ほしょう

し、 障
しょう

がいのある人
ひと

が

障
しょう

がいを理由
り ゆ う

として一般
いっぱん

教育
きょういく

制度
せ い ど

から排除
はいじょ

されないこと、自己
じ こ

の住
す

む

地域
ち い き

社会
しゃかい

において、インクルーシブで質
しつ

の高
たか

い無償
むしょう

の初等
しょとう

教育
きょういく

及
およ

び中等
ちゅうとう



教育
きょういく

にアクセスすることができること、個人
こ じ ん

が必要
ひつよう

とする合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

と

支援
し え ん

を一般
いっぱん

教育
きょういく

制度
せ い ど

内
ない

で保障
ほしょう

している。また手話
し ゅ わ

を含
ふく

む適切
てきせつ

な言語
げ ん ご

並
なら

び

にコミュニケーション手段
しゅだん

での教育
きょういく

を保障
ほしょう

している。 

よって、この条項
じょうこう

を国
こく

内法
ないほう

とするためには、学校
がっこう

教育
きょういく

法
ほう

など関連
かんれん

法規
ほ う き

を

原則
げんそく

統合
とうごう

に 改
あらた

める必要
ひつよう

があるが、その前提
ぜんてい

として、以下
い か

の内容
ないよう

（要旨
よ う し

）

を基本法
き ほ ん ほ う

に規定
き て い

することが不可欠
ふ か け つ

である。 

① 障
しょう

がいのある人
ひと

は 障
しょう

がいを理由
り ゆ う

に差別
さ べ つ

を受
う

けることなく教育
きょういく

を受
う

ける権利
け ん り

を有
ゆう

している 

  ② 障
しょう

がいのある子
こ

どもは自己
じ こ

の住
す

む地域
ち い き

社会
しゃかい

で 障
しょう

がいのない子
こ

ども

と分
わ

け隔
へだ

てられることなく教育
きょういく

を受
う

ける権利
け ん り

を有
ゆう

し、地域
ち い き

の 小 中
しょうちゅう

学校
がっこう

に学籍
がくせき

を有
ゆう

し、就学
しゅうがく

することを保障
ほしょう

され、これは高校
こうこう

以降
い こ う

の教育
きょういく

についても準用
じゅんよう

される。 

  ③ 障
しょう

がいのある人
ひと

（子
こ

ども）は個人
こ じ ん

の必要
ひつよう

に応
おう

じ合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

と支援
し え ん

が

保障
ほしょう

される。 

  ④ 障
しょう

がいのある人
ひと

（子
こ

ども）は、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

を希望
き ぼ う

するときにはそ

れが保障
ほしょう

され、 障
しょう

がいのある人
ひと

（子
こ

ども）もしくは保護者
ほ ご し ゃ

の承諾
しょうだく

な

くして強制
きょうせい

されることはない。 



  ⑤盲
もう

、盲
もう

ろう、ろうの子
こ

どもの教育
きょういく

は、個人
こ じ ん

にとって 最
もっと

も適切
てきせつ

な言語
げ ん ご

並
なら

びにコミュニケーション手段
しゅだん

によってなされることを保障
ほしょう

する。 

  

なおこの内容
ないよう

は、「 障
しょう

がい者
しゃ

政策
せいさく

P T
ぴーてぃー

中間
ちゅうかん

報告
ほうこく

」の改革
かいかく

１７項目
こうもく

「そ

の６ 共
とも

に学
まな

び共
とも

に育
そだ

つ教育
きょういく

に転換
てんかん

します」とほぼ重
かさ

なる。 

「学校
がっこう

教育
きょういく

制度
せ い ど

は、あらゆる段階
だんかい

において 障
しょう

がい児
じ

が 障
しょう

がい児
じ

以外
い が い

の者
もの

と

原則
げんそく

分
わ

けられず、インクルーシブ教育
きょういく

（共
とも

に学
まな

び共
とも

に育
そだ

つ教育
きょういく

）とすることを基本
き ほ ん

とするとともに、障
しょう

がい児
じ

又
また

はその保護者
ほ ご し ゃ

が希望
き ぼ う

するときは、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

を受
う

けることを保障
ほしょう

する。  

手話
し ゅ わ

、点字
て ん じ

又
また

は文字
も じ

表記
ひょうき

（要約
ようやく

筆記
ひ っ き

）等
とう

のコミュニケーション手段
しゅだん

の支援
し え ん

、教材
きょうざい

、

施設
し せ つ

及
およ

び設備
せ つ び

等
とう

のバリアフリー化
か

、教 職 員
きょうしょくいん

の体制
たいせい

整備
せ い び

など、障
しょう

がい児
じ

が学
まな

ぶ地域
ち い き

の学校
がっこう

も含
ふく

む教育
きょういく

現場
げ ん ば

での支援
し え ん

体制
たいせい

の強化
きょうか

を図
はか

る。   

義務
ぎ む

教育
きょういく

のみならず後期
こ う き

中等
ちゅうとう

教育
きょういく

（中等
ちゅうとう

教育
きょういく

のうち義務
ぎ む

教育
きょういく

終了後
しゅうりょうご

に行
おこ

われ

るものをいう。）及
およ

び高等
こうとう

教育
きょういく

等
とう

の教育
きょういく

制度
せ い ど

においても、インクルーシブ教育
きょういく

に

相当
そうとう

する施策
し さ く

を推進
すいしん

する。」   

                                           （その１、以上
い じ ょ う

） 


