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１．はじめに 

 「障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ ん ほ う

」（以下
い か

、「基本法
き ほ ん ほ う

」 ２００４年
ねん

６月
がつ

４日
か

改正
かいせい

 法律
ほ う り つ

第
だい

８０号
ご う

）の改正
かいせい

にあたり、

障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

条約
じょうやく

との整合性
せいごうせい

を取
と

る必要
ひ つ よ う

がある。現行
げ ん こ う

の基本法
き ほ ん ほ う

はあくまでも「理念法
り ね ん ほ う

」として

位置
い ち

づけられているが、この理念
り ね ん

の部分
ぶ ぶ ん

においても十分
じゅうぶん

とは言
い

えない点
てん

がある。 

  以下
い か

、理念法
り ね ん ほ う

としての基本法
き ほ ん ほ う

に明
あ き

らかに抜
ぬ

け落
お

ちていると思
お も

われる「障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

 理念
り ね ん

」に

ついて、主
お も

に「労働
ろ う ど う

」と「コミュニケーション・情報
じょうほう

保障
ほ し ょ う

」について述
の

べると共
と も

に、個別
こ べ つ

の各条項
かくじょうこう

にお

いて修正
しゅうせい

を加
く わ

えるべきと 考
かんが

える部分
ぶ ぶ ん

について記
し る

す。 

 

 

２．コミュニケーションの保障
ほ し ょ う

および情報
じょうほう

を知
し

る権利
け ん り

の保障
ほ し ょ う

 

  基本法
き ほ ん ほ う

にはコミュニケーションや情報
じょうほう

の保障
ほ し ょ う

についての理念
り ね ん

がない。とりわけこれは、盲
も う

ろう者
し ゃ

や聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

にとってきわめて重大
じゅうだい

な問題
もんだい

である。 

  手話
し ゅ わ

は言語
げ ん ご

として「障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

」において明記
め い き

された。また、条約
じょうやく

第
だい

21条
じょう

では「表現
ひょうげん

及
およ

び

意見
い け ん

の自由
じ ゆ う

並
な ら

びに情報
じょうほう

へのアクセス」が明記
め い き

されている。 

  コミュニケーションや情報
じょうほう

へのアクセスは、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

や盲
も う

ろう者
し ゃ

には生
い

きていく上
う え

で最低限
さいていげん

保障
ほ し ょ う

されなければならないものであり、基本法
き ほ ん ほ う

第
だい

3条
じょう

の基本的
き ほ ん て き

理念
り ね ん

として盛
も

り込
こ

まれるべきであ

る。 

 

 

３．基本法
き ほ ん ほ う

の各条項
かくじょうこう

についての意見
い け ん

 

（定義
て い ぎ

） 

第
だい

２条
じょう

 この法律
ほ う り つ

において「障害者
しょうがいしゃ

」とは、身体
し ん た い

障害
しょうがい

、知的
ち て き

障害
しょうがい

又
また

は精神
せいしん

障害
しょうがい

（以下
い か

「障害
しょうがい

」と総称
そうしょう

する。）があるため、継続的
け い ぞ く て き

に日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
し ゃ か い

生活
せいかつ

に相当
そ う と う

な制限
せいげん

を受
う

ける者
もの

をいう。 



→ 

・ここで述
の

べられている定義
て い ぎ

で除外
じ ょ が い

される盲
も う

ろう者
し ゃ

のように人口
じ ん こ う

の少
す く

ない障害者
しょうがいしゃ

や難病者
なんびょうしゃ

が出
で

てく

るおそれがある。「継続的
け い ぞ く て き

に日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
し ゃ か い

生活
せいかつ

に相当
そ う と う

な制限
せいげん

を受
う

ける者
もの

」とあるが、実際
じ っ さ い

は

医学的
い が く て き

診断
しんだん

のみに依拠
い き ょ

して交付
こ う ふ

される障害者
しょうがいしゃ

手帳
て ち ょ う

の保持者
ほ じ し ゃ

に限定
げんてい

されている。障害者
しょうがいしゃ

手帳
て ち ょ う

自体
じ た い

のありかたやその交付
こ う ふ

基準
き じ ゅ ん

を再検討
さ い け ん と う

すると共
と も

に、手帳
て ち ょ う

の有無
う む

や障害
しょうがい

等級
とうきゅう

ではなく、生活上
せいかつじょう

の

困難
こんなん

やニーズを基準
き じ ゅ ん

に障害
しょうがい

を定義
て い ぎ

していく方向性
ほ う こ う せ い

が重要
じゅうよう

である。 

（例
れい

）実際
じ っ さ い

に日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
し ゃ か い

生活
せいかつ

に制限
せいげん

が生
しょう

じていても、視野
し や

障害
しょうがい

が認定
にんてい

されないケースがあ

る。 

・「継続的
け い ぞ く て き

」とあるが、「一時的
い ち じ て き

」に障害
しょうがい

を持
も

った人
ひ と

も含
ふ く

めるべきではないか。 

・日常
にちじょう

生活
せいかつ

と社会
し ゃ か い

生活
せいかつ

に加
く わ

え、経済
けいざい

活動
か つ ど う

も含
ふ く

めるべきである。 

 

（国
く に

及
およ

び地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の責務
せ き む

） 

第
だい

４条
じょう

 国
く に

及
およ

び地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

は、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

の擁護
よ う ご

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する差別
さ べ つ

の防止
ぼ う し

を図
はか

りつ

つ障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

及
およ

び社会
し ゃ か い

参加
さ ん か

を支援
し え ん

すること等
と う

により、障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

を増進
ぞ う し ん

する責務
せ き む

を有
ゆ う

する。 

→ 

・差別
さ べ つ

の防止
ぼ う し

を「図
はか

る」のではなく、保障
ほ し ょ う

すべきである。 

・障害者
しょうがいしゃ

が不利益
ふ り え き

を被
こうむ

ったり、差別
さ べ つ

を受
う

けたりした時
と き

の救済
きゅうさい

の責務
せ き む

も有
ゆ う

する。 

 

（国民
こ く み ん

の責務
せ き む

） 

第
だい

６条
じょう

 国民
こ く み ん

は、社会
し ゃ か い

連帯
れんたい

の理念
り ね ん

に基
も と

づき、障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

の増進
ぞ う し ん

に協力
きょうりょく

するよう努
つ と

めなければ

ならない。 

２ 国民
こ く み ん

は、社会
し ゃ か い

連帯
れんたい

の理念
り ね ん

に基
も と

づき、障害者
しょうがいしゃ

の人権
じんけん

が尊重
そんちょう

され、障害者
しょうがいしゃ

が差別
さ べ つ

されることなく、

社会
し ゃ か い

、経済
けいざい

、文化
ぶ ん か

その他
た

あらゆる分野
ぶ ん や

の活動
か つ ど う

に参加
さ ん か

することができる社会
し ゃ か い

の実現
じつげん

に寄与
き よ

するよう

努
つ と

めなければならない。 

→ 

・国民
こ く み ん

の責務
せ き む

も必要
ひ つ よ う

であるが、国民
こ く み ん

という個人
こ じ ん

レベルで十分
じゅうぶん

なのか。民間
みんかん

や企業
き ぎ ょ う

なども責務
せ き む

があ

るはずである。 

・「努
つ と

める」とあるが、努力
ど り ょ く

のレベルでよいのか。 

 

（障害者
しょうがいしゃ

週間
しゅうかん

） 

第
だい

７条
じょう

 

３ 国
く に

及
およ

び地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

は、障害者
しょうがいしゃ

週間
しゅうかん

の趣旨
し ゅ し

にふさわしい事業
じ ぎ ょ う

を実施
じ っ し

するよう努
つ と

めなければな

らない。 

→ 

・既存
き そ ん

の形骸化
け い が い か

したキャンペーンではなく、当事者
と う じ し ゃ

のニーズを取
と

り入
い

れ、たとえば、当事者
と う じ し ゃ

主導
し ゅ ど う

の

キャンペーンを奨励
しょうれい

すべきである。 



 

（施策
し さ く

の基本
き ほ ん

方針
ほ う し ん

） 

第
だい

８条
じょう

 

２ 障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

に関
かん

する施策
し さ く

を講
こ う

ずるに当
あ

たつては、障害者
しょうがいしゃ

の自主性
じ し ゅ せ い

が十分
じゅうぶん

に尊重
そんちょう

され、か

つ、障害者
しょうがいしゃ

が、可能
か の う

な限
かぎ

り、地域
ち い き

において自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

を営
いとな

むことができるよう配慮
は い り ょ

されなけ

ればならない。 

→ 

可能
か の う

な限
かぎ

りの配慮
は い り ょ

ではなく、障害
しょうがい

のない人
ひ と

と同等
ど う と う

で均等
き ん と う

な権利
け ん り

と機会
き か い

を保障
ほ し ょ う

すべきである。 

（例
れい

）ガイドヘルパーや盲
も う

ろう者
し ゃ

向
む

け通訳
つ う や く

介助者
か い じ ょ し ゃ

の派遣
は け ん

は、「日常
にちじょう

生活
せいかつ

」の範囲内
は ん い な い

という制限
せいげん

があ

る。日常
にちじょう

生活
せいかつ

のみならず、通学
つ う が く

や通勤
つ う き ん

なども含
ふ く

め広
ひろ

く社会
し ゃ か い

生活
せいかつ

が保障
ほ し ょ う

されるべきである。 

 

（障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
け い か く

等
と う

） 

第
だい

９条
じょう

 政府
せ い ふ

は、障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

に関
かん

する施策
し さ く

及
およ

び障害
しょうがい

の予防
よ ぼ う

に関
かん

する施策
し さ く

の総合的
そ う ご う て き

かつ

計画的
け い か く て き

な推進
すいしん

を図
はか

るため、障害者
しょうがいしゃ

のための施策
し さ く

に関
かん

する基本的
き ほ ん て き

な計画
け い か く

（以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
け い か く

」

という。）を策定
さ く て い

しなければならない。 

→ 

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
け い か く

等
と う

の策定
さ く て い

には障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

が関
かか

わることが不可欠
ふ か け つ

である。たんに「意見
い け ん

を聞
き

く」た

めのオブザーバーとしてではなく、実質的
じ っ し つ て き

な発言権
はつげんけん

と決定権
けっていけん

を持
も

った立場
た ち ば

での参画
さ ん か く

を保障
ほ し ょ う

すべき

である。 

 

（医療
い り ょ う

・介護
か い ご

等
と う

） 

第
だい

１２条
じょう

 

４ 国
く に

及
およ

び地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

は、第
だい

１項及
こ う お よ

び前項
ぜ ん こ う

に規定
き て い

する施策
し さ く

を講
こ う

ずるために必要
ひ つ よ う

な専門的
せんもんてき

技術
ぎ じ ゅ つ

職員
しょくいん

その他
た

の専門的
せんもんてき

知識
ち し き

又
また

は技能
ぎ の う

を有
ゆ う

する職員
しょくいん

を育成
い く せ い

するよう努
つ と

めなければならない。 

→ 

職員
しょくいん

には障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

も含
ふ く

めること。 

 

５ 国
く に

及
およ

び地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

は、福祉
ふ く し

用具
よ う ぐ

及
およ

び身体
し ん た い

障害者
しょうがいしゃ

補助
ほ じ ょ

犬
けん

の給付
き ゅ う ふ

又
また

は貸与
た い よ

その他
た

障害者
しょうがいしゃ

が

日常
にちじょう

生活
せいかつ

を営
いとな

むのに必要
ひ つ よ う

な施策
し さ く

を講
こ う

じなければならない。 

→ 

補
ほ

装具
そ う ぐ

・日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

等
と う

の給付
き ゅ う ふ

条件
じょうけん

の緩和
か ん わ

と財政的
ざいせいてき

な措置
そ ち

を講
こ う

じる。 

（例
れい

）視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

や盲
も う

ろう者
し ゃ

が歩行中
ほ こ う ち ゅ う

、通行人
つ う こ う に ん

が白杖
はくじょう

を蹴
け

って折
お

ったとしても、無償
む し ょ う

の給付
き ゅ う ふ

はされ

ない。 

 

（教育
きょういく

） 

第
だい

１４条
じょう

 国
く に

及
およ

び地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

は、障害者
しょうがいしゃ

が、その年齢
ねんれい

、能力
のうりょく

及
およ

び障害
しょうがい

の状態
じょうたい

に応
お う

じ、十分
じゅうぶん

な



教育
きょういく

が受
う

けられるようにするため、教育
きょういく

の内容
な い よ う

及
およ

び方法
ほ う ほ う

の改善
かいぜん

及
およ

び充実
じゅうじつ

を図
はか

る等
な ど

必要
ひ つ よ う

な施策
し さ く

を

講
こ う

じなければならない。 

→ 

障害児
し ょ う が い じ

の親
おや

などの学校
が っ こ う

選択権
せ ん た く けん

を実質的
じ っ し つ て き

に保障
ほ し ょ う

すべきである。 

 

（雇用
こ よ う

の促進
そ く し ん

等
と う

） 

第
だい

１６条
じょう

 国
く に

及
およ

び地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

は、障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

を促進
そ く し ん

するため、障害者
しょうがいしゃ

に適
て き

した職種
しょくしゅ

又
また

は

職域
しょくいき

について障害者
しょうがいしゃ

の優先
ゆうせん

雇用
こ よ う

の施策
し さ く

を講
こ う

じなければならない。 

→ 

障害
しょうがい

を持
も

つ人
ひ と

が希望
き ぼ う

する職業
しょくぎょう

に就
つ

けること。そのために、リハビリテーションが必要
ひ つ よ う

であれば、国
く に

及
およ

び地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

がリハビリテーションを保障
ほ し ょ う

すること。企業
き ぎ ょ う

が障害
しょうがい

を持
も

つ人
ひ と

への環境
かんきょう

整備
せ い び

がで

きない場合
ば あ い

、国
く に

及
およ

び地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

がそれを補償
ほ し ょ う

すること。 

 

（住宅
じゅうたく

の確保
か く ほ

） 

第
だい

１７条
じょう

 国
く に

及
およ

び地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

は、障害者
しょうがいしゃ

の生活
せいかつ

の安定
あんてい

を図
はか

るため、障害者
しょうがいしゃ

のための住宅
じゅうたく

を

確保
か く ほ

し、及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

に適
て き

するような住宅
じゅうたく

の整備
せ い び

を促進
そ く し ん

するよう必要
ひ つ よ う

な施策
し さ く

を講
こ う

じなけ

ればならない。 

→ 

都道府県営
と ど う ふ け ん え い

・市営
し え い

住宅
じゅうたく

への優先
ゆうせん

入居
にゅうきょ

。一般
いっぱん

の住宅
じゅうたく

であっても、障害
しょうがい

を持
も

つ人
ひ と

が改造
か いぞう

を希望
き ぼ う

する

場合
ば あ い

、国
く に

及
およ

び地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

が保障
ほ し ょ う

すること。 

 

（公共的
こうきょうてき

施設
し せ つ

のバリアフリー化
か

） 

第
だい

１８条
じょう

 国
く に

及
およ

び地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

は、障害者
しょうがいしゃ

の利用
り よ う

の便宜
べ ん ぎ

を図
はか

ることによつて障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

及
およ

び

社会
し ゃ か い

参加
さ ん か

を支援
し え ん

するため、 自
みずか

ら設置
せ っ ち

する官公庁
かんこうちょう

施設
し せ つ

、交通
こ う つ う

施設
し せ つ

その他
た

の公共的
こうきょうてき

施設
し せ つ

について、

障害者
しょうがいしゃ

が円滑
えんかつ

に利用
り よ う

できるような施設
し せ つ

の構造
こ う ぞ う

及
およ

び設備
せ つ び

の整備
せ い び

等
と う

の計画的
け い か く て き

推進
すいしん

を図
はか

らなければな

らない。 

→ 

図
はか

るではなく、義務
ぎ む

である。 

 

（情報
じょうほう

の利用
り よ う

におけるバリアフリー化
か

） 

第
だい

１９条
じょう

 

２ 国
く に

及
およ

び地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

は、行政
ぎょうせい

の情報化
じ ょ う ほ う か

及
およ

び公共
こうきょう

分野
ぶ ん や

における情報
じょうほう

通信
つ う し ん

技術
ぎ じ ゅ つ

の活用
か つ よ う

の推進
すいしん

に当
あ

たつては、障害者
しょうがいしゃ

の利用
り よ う

の便宜
べ ん ぎ

が図
はか

られるよう特
と く

に配慮
は い り ょ

しなければならない。《追加
つ い か

》平
へい

16法
ほ う

080３ 電気
で ん き

通信
つ う し ん

及
およ

び放送
ほ う そ う

その他
た

の情報
じょうほう

の提供
ていきょう

に係
かか

る役務
え き む

の提供
ていきょう

並
な ら

びに電子
で ん し

計算機
け い さ ん き

及
およ

びその

関連
かんれん

装置
そ う ち

その他
た

情報
じょうほう

通信
つ う し ん

機器
き き

の製造
せ いぞう

等
と う

を行
おこな

う事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、社会
し ゃ か い

連帯
れんたい

の理念
り ね ん

に基
も と

づき、当該
と う が い

役務
え き む

の提供
ていきょう

又
また

は当該
と う が い

機器
き き

の製造
せ いぞう

等
と う

に当
あ

たつては、障害者
しょうがいしゃ

の利用
り よ う

の便宜
べ ん ぎ

を図
はか

るよう努
つ と

めなければなら



ない。 

→ 

・配慮
は い り ょ

・努
つ と

めるではなく、義務
ぎ む

である。 

・機器
き き

の利用
り よ う

が 難
むずか

しい障害者
しょうがいしゃ

には、人的
じ ん て き

サービスなどを保障
ほ し ょ う

すること。 

 

（相談
そ う だ ん

等
と う

） 

第
だい

２０条
じょう

 国
く に

及
およ

び地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

は、障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する相談
そ う だ ん

業務
ぎ ょ う む

、成年
せいねん

後見
こ う け ん

制度
せ い ど

その他
た

の障害者
しょうがいしゃ

の

権利
け ん り

利益
り え き

の保護
ほ ご

等
と う

のための施策
し さ く

又
また

は制度
せ い ど

が、適切
てきせつ

に行
おこな

われ又
また

は広
ひろ

く利用
り よ う

されるようにしなけれ

ばならない。 

→ 

相談
そ う だ ん

事業
じ ぎ ょ う

等
と う

には当事者
と う じ し ゃ

が積極的
せっきょくてき

に参画
さ ん か く

できるようにすべきである。 

 

（文化的
ぶ ん か て き

諸条件
しょじょうけん

の整備
せ い び

等
と う

） 

第
だい

22条
じょう

 国
く に

及
およ

び地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

は、障害者
しょうがいしゃ

の文化的
ぶ ん か て き

意欲
い よ く

を満
み

たし、若
も

しくは障害者
しょうがいしゃ

に文化的
ぶ ん か て き

意欲
い よ く

を起
お

こさせ、又
また

は障害者
しょうがいしゃ

が自主的
じ し ゅ て き

かつ積極的
せっきょくてき

にレクリエーションの活動
か つ ど う

をし、若
も

しくはスポーツを

行
おこな

うことができるようにするため、施設
し せ つ

、設備
せ つ び

その他
た

の諸条件
しょじょうけん

の整備
せ い び

、文化
ぶ ん か

、スポーツ等
と う

に関
かん

する

活動
か つ ど う

の助成
じ ょ せ い

その他
た

必要
ひ つ よ う

な施策
し さ く

を講
こ う

じなければならない。 

→ 

「障害者
しょうがいしゃ

に文化的
ぶ ん か て き

意欲
い よ く

を起
お

こさせ」の表現
ひょうげん

は不適切
ふ て き せ つ

である。 

障害
しょうがい

を持
も

つ人
ひ と

が他
た

の人
ひ と

と同
おな

じく文化
ぶ ん か

活動
か つ ど う

・レクリエーション・スポーツに参画
さ ん か く

できるよう保障
ほ し ょ う

するこ

と。 

 

（地方
ち ほ う

障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

） 

第
だい

２６条
じょう

 都道府県
と ど う ふ け ん

（地方
ち ほ う

自治法
じ ち ほ う

第
だい

252条
じょう

の19第
だい

１項
こ う

の指定
し て い

都市
と し

（以下
い か

「指定
し て い

都市
と し

」という。）を含
ふ く

む。以下
い か

同
おな

じ。）に、地方
ち ほ う

障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

推進協
すいしんきょう

議会
ぎ か い

を置
お

く。 

→ 

障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

が関
かか

わること。オブザーバーとしてではなく、発言権
はつげんけん

と決定権
けっていけん

を有
ゆ う

すること。 


