
■第26回障がい者 制度改革推進会議（2010年11月22日） 【議事要録】
だい かいしよう しやせ い どかいかくすいしんか い ぎ ねん にち ぎ じ ようろく

【合同作業チームからの報告】
ごうどうさぎよう ほうこく

医療・合同作業チーム
いりよう ごうどうさぎよう

○（発言） 私 たちは議論にあたり権利条 約の考え方を前提にしている。同時に、第一次意見、
はつげん わたし ぎ ろん け ん りじようやく かんが かた ぜんてい ど う じ だいいち じ い け ん

閣議決定、推進会議での議論、総合福祉部会での議論を前提に議論することを確認した。
か く ぎけつてい すいしんか い ぎ ぎ ろ ん そうごうふ く し ぶ か い ぎ ろん ぜんてい ぎ ろ ん かくにん

その上で3点を障 害 者基本法の改正に入れることが重 要だ。社会的入 院を解 消し自立
うえ てん しようがいしやきほんほう かいせい い じゆうよう しやかいてきにゆういん かいしよう じ り つ

した生活及び地域社会へのインクルージョンのための施策の根拠となる規定を設けること。次
せいかつおよ ち い きしやかい し さ く こんきよ き て い もう つぎ

に、医療保護入 院に係る同意を含む保護者制度を解 消するための根拠となる規定を設ける
いりよう ほ ご にゆういん かか ど う い ふく ほ ご し や せ い ど かいしよう こんきよ き て い もう

こと。最後に、強 制 的な入 院等の人権制約が行われる場合に適正手続を保障する規定を
さ い ご きようせいてき にゆういんとう じんけんせいやく おこな ば あ い てきせいてつづき ほしよう き て い

設けること。医療のところだけではなくて基本理念その他のところに入れて欲しい。3点を合意
もう いりよう き ほ ん り ね ん た い ほ てん ご う い

した後、足りない部分が出てきた。精神医療の質の向 上に努めること、一般医療の問題点を
あと た ぶ ぶ ん で せいしんいりよう しつ こうじよう つと いつぱんいりよう もんだいてん

解 消すること、精神医療の法体系の在り方をどう考えるかだ。
かいしよう せいしんいりよう ほうたいけい あ かた かんが

非自発的入 院をできるだけ削減していくことが大前提で、入 院した場合にはインフォー
ひ じ は つ て き にゆういん さくげん だいぜんてい にゆういん ば あ い

ムドコンセントをすること、入 院が必要かどうか精査した上で必要最低限度の適正な
にゆういん ひつよう せ い さ うえ ひつよう さいていげん てきせい

病 床 数に見合った人員配置を行うことを確認したい。急性期の精神医療に関わっている医師、
びようしようすう み あ じんいんは い ち おこな かくにん きゆうせいき せいしんいりよう かか い し

看護師、コメディカル等の仕事の質を確保するためのガイドラインを整備しておくことが必要
か ん ご し とう し ご と しつ か く ほ せ い び ひつよう

だ。これらの施策の根拠になる規定を障 害 者基本法に設ける必要がある。
し さく こんきよ き て い しようがいしやきほんほう もう ひつよう

一般医療では適正手続の保障がない中で認知症の方などへ行動制限が行われているため、
いつぱんいりよう てきせいてつづき ほしよう なか にんちしよう かた こうどうせいげん おこな

精神医療にとどまらずあらゆる科で行動制限についての適正手続を保障する法的な裏づけが
せいしんいりよう か こうどうせいげん てきせいてつづき ほしよう ほうてき うら

必要だ。また、精神障 害 者は一般医療を円滑に利用できないことがある。障 害 者基本法に
ひつよう せいしんしようがいしや いつぱんいりよう えんかつ り よ う しようがいしやきほんほう

こうした問題を解 消するための規定を設ける必要がある。通院も入 院も未然に防止できる
もんだい かいしよう き て い もう ひつよう つういん にゆういん み ぜ ん ぼ う し

ものは、できるだけ防止をすべきだという追加意見があった。
ぼ う し つ い か い け ん

○（発言）障 害の定義について、身体的、精神的、知的、感覚的な疾病もしくは損 傷があ
はつげん しようがい て い ぎ しんたいてき せいしんてき ち て き かんかくてき しつぺい そんしよう

ることにより、日 常生活もしくは社会関係において他の者と比べて継続的もしくは長期にわ
にちじようせいかつ しやかいかんけい た もの くら けいぞくてき ちようき

たり断続的に相当な制限を受ける状 態としてはどうか。
だんぞくてき そうとう せいげん う じようたい

就 労・合同作業チーム
しゆうろう ごうどうさぎよう

○（発言）①労働の権利の保障と苦情に対する救 済制度の整備が必要だ。②労働施策と福祉
はつげん ろうどう け ん り ほしよう くじよう たい きゆうさい せ い ど せ い び ひつよう ろうどう し さ く ふ く し

施策が一体的に展開できる障 害 者就 労制度を整備し、生計を維持するための賃金補填等に
し さ く いつたいてき てんかい しようがいしやしゆうろう せ い ど せ い び せいけい い じ ちんぎん ほ て んとう

よる所得保障をすること。③多様な就 業の場の創 出及び必要な仕事の確保。自営、起業、
しよとくほしよう た よ う しゆうぎよう ば そうしゆつおよ ひつよう し ご と か く ほ じ え い きぎよう

社会的事業所や協 同組合での就 業あるいは在宅就 業といった多様な働く場を積 極 的に
しやかいてきじぎようしよ きようどうくみあい しゆうぎよう ざいたくしゆうぎよう た よ う はたら ば せつきよくてき

つくっていく必要がある。そのために、適切あるいは必要な仕事が安定確保できるようハー
ひつよう てきせつ ひつよう し ご と あんてい か く ほ

ト購 入 法等の優先発 注制度等が必要だ。④障 害を持った人たちが適切に仕事をするため
こうにゆうほうとう ゆうせんはつちゆう せ い ど とう ひつよう しようがい も ひと てきせつ し ご と

に職場における合理的配慮及び必要な支援が継続的に確保できること。その中に、職 業維持
しよくば ごうりてきはいりよおよ ひつよう し えん けいぞくてき か く ほ なか しよくぎよう い じ

に必要な生活面での支援や通勤支援などが含まれるべきだ。⑤障 害を持った人たちが
ひつよう せいかつめん し え ん つうきん し え ん ふく しようがい も ひと
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障 害 者向けの特別な職 業サービスだけではなく、一般の市民が利用する職 業サービスを
しようがいしやむ とくべつ しよくぎよう いつぱん し み ん り よ う しよくぎよう

身近な 所 で利用できるようにすること。⑥すべての障 害を雇用義務の対 象とし、また雇用
み ぢ か ところ り よ う しようがい こ よ う ぎ む たいしよう こ よ う

の質の確保をすること。合理的配慮及び必要な支援が確実に提 供されるためには、事業主に
しつ か く ほ ごうりてきはいりよおよ ひつよう し え ん かくじつ ていきよう じぎようぬし

も適切なフォローアップサービスが必要だ。
てきせつ ひつよう

障害児支援・合同作業チーム
しようがいじし え ん ごうどうさぎよう

○（発言）①権利条 約では障 害のある子がどう位置づけられ、どのような権利を持ってい
はつげん け ん り じようやく しようがい こ い ち け ん り も

るのかを基本法に盛り込みたい。権利条 約は障 害のある子どもを規定した上で、23 条 ３項
きほんほう も こ け ん り じようやく しようがい こ き て い うえ じよう こう

で家庭生活についての平 等な権利、４項で父母からの分離禁止、５項で代替的な監護も家庭的
か ていせいかつ びようどう け ん り こう ふ ぼ ぶ んり き んし こう だいたいてき か んご かていてき

な雰囲気の中で保障されなければならないと規定している。30 条 （文化的な生活、レクリエ
ふ ん い き なか ほしよう き て い じよう ぶんかてき せいかつ

ーション、余暇及びスポーツへの参加）５項（ｄ）には障 害のある児童は遊びに対する権利
よ か およ さ ん か こう しようがい じ ど う あそ たい け ん り

を持っているという規定がある。基本は、家庭及び地域社会の構成員として尊 重されるとい
も き て い き ほ ん か て い およ ち い き しやかい こうせいいん そんちよう

うことが明記されなければいけない。②子どもの権利条 約以降、子どもに関わる事項に関して
め い き こ け ん りじようやくい こ う こ かか じ こう かん

は最善の利益が確保されなければならないと言われている。保護者が第一義的な養育責任を
さいぜん り え き か く ほ い ほ ご し や だいいち ぎ てき よういくせきにん

持つこと、家庭及び地域社会の一員として等しく尊 重されること、尊厳等が保障されなけれ
も か て い およ ち い き しやかい いちいん ひと そんちよう そんげんとう ほしよう

ばいけないこと等は最低限の確認事項だ。③意見表 明権は子どもの権利条 約では、単に
とう さいていげん かくにん じ こ う い け ん ひようめいけん こ け ん り じようやく たん

意見表 明権を保障するだけではなく、意見を表 明できるよう支援を保障するべきだとして
い け ん ひようめいけん ほしよう い け ん ひようめい し え ん ほしよう

いる。④乳幼児期は障 害の有無に関わらず保護者は不安になりやすいので、早期の支援を保障
にゆうようじき しようがい う む かか ほ ご し や ふ あ ん そ う き し えん ほしよう

するべきだ。また、家族による監護が得られない場合、代替的に里親的な監護が必要で早期
か ぞ く か ん ご え ば あ い だいたいてき さとおやてき か ん ご ひつよう そ う き

からの継続的かつ可能な限り無償の支援が保障されなければならない。
けいぞくてき か の う かぎ むしよう し えん ほしよう

○（発言）早期支援の項目で早期発見を外した理由は何か。早期に適切な支援を得られなけ
はつげん そ う き し え ん こうもく そ う き はつけん はず り ゆ う なに そ う き てきせつ し え ん え

れば後に障 害を持つ可能性が高い子どものことを考えれば、早期発見、早期治療が大切だ。
のち しようがい も かのうせい たか こ かんが そ う き はつけん そ う き ちりよう たいせつ

○（発言）地域社会での障害児への支援は少ないので、最善の利益の項目で地域社会での
はつげん ち い き しやかい しようがいじ し え ん すく さいぜん り え き こうもく ち い き しやかい

障害児に対する支援という言葉を入れていただきたい。親のない子どもへの支援はどう考える
しようがいじ たい し え ん こ と ば い おや こ し え ん かんが

か。

○（発言）権利条 約でもスポーツについて触れているので、これを入れて頂きたい。権利条 約
はつげん け ん りじようやく ふ い いただ け ん りじようやく

は発達という言葉を使っているが、成 長という言葉になっている。なぜか。
はつたつ こ と ば つか せいちよう こ と ば

○（発言）早期発見は早期支援に含まれている。国及び地方公 共団体の責務に早期発見と書く
はつげん そ う きはつけん そ う き し え ん ふく くにおよ ち ほ うこうきようだんたい せ き む そ う きはつけん か

と、見つけ出して支援することにならないか。早期に適切な支援を得られることが盛り込まれ
み だ し え ん そ う き てきせつ し え ん え も こ

れば、早期発見を掲げる必要はない。発達は成 長・発達としても問題ない。スポーツに関して、
そ う きはつけん かか ひつよう はつたつ せいちよう はつたつ もんだい かん

遊び、余暇、スポーツ、レクリエーションとすると長過ぎるので「など」に含めた。親がいな
あそ よ か ながす ふく おや

い子には家庭的な雰囲気の中で代替的な監護が保障されなければならない。
こ かていてき ふ ん い き なか だいたいてき か ん ご ほしよう
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○（藤井議長代理）３つの合同作業チームの検討領 域は、総合福祉法だけではカバーできな
ふ じ い ぎちよう だ い り ごうどうさぎよう けんとうりよういき そうごうふくしほう

い。基本法の役割の１つは他領域、他分野にわたる視点を調 整することであり、今後、規定
きほんほう やくわり たりよういき た ぶ ん や し て ん ちようせい こ ん ご き て い

ぶりイメージにこの点が反映されると期待している。
てん はんえい き た い

【「障 害」の表記について】
しようがい ひようき

○（発言）作業チームの役割は、推進会議が障 害の表記について議論をしやすくするために
はつげん さぎよう やくわり すいしん か い ぎ しようがい ひようき ぎ ろ ん

検討事項の整理を行うことであり、そのため、関係者からのヒアリングを通じて表記の案等
けんとう じ こ う せ い り おこな かんけいしや つう ひようき あんとう

に関するプラス面とマイナス面を整理している。関連分野の有識者や障 害の表記について
かん めん めん せ い り かんれん ぶ ん や ゆうしきしや しようがい ひようき

積 極 的に発言しておられる関係者等、合計10名の方からヒアリングを行い、そこで得た知見
せつきよくてき はつげん かんけいしやとう ごうけい めい かた おこな え ち け ん

を分類、整理した。結論としては、法令等における「障 害」の表記を現時点で新たに特定の
ぶんるい せ い り けつろん ほうれいとう しようがい ひようき げんじてん あら とくてい

ものに決定することは困難である。今後、議論を進めるに当たっては、以下の観点が必要だ。
けつてい こんなん こ ん ご ぎ ろ ん すす あ い か かんてん ひつよう

「障 害（者）」の表記は、障 害のある当事者（家族を含む。）のアイデンティティと密接な関係
しようがい しや ひようき しようがい とうじしや か ぞ く ふく みつせつ かんけい

があるので、当事者がどのような呼称や表記を望んでいるかに配慮すること。「障 害」の表記
とうじしや こしよう ひようき のぞ はいりよ しようがい ひようき

を社会モデルの観点から検討するに当たり、障 害 者権利条 約における障 害 者の考え方、
しやかい かんてん けんとう あた しようがいしや け ん り じようやく しようがいしや かんが かた

ＩＣＦ（国際生活機能分類）の障 害概念、及び障 害学における表記に関する議論等との
こくさいせいかつ き の う ぶんるい しようがいがいねん およ しようがいがく ひようき かん ぎ ろ ん とう

整合性に配慮すること。法令等においては当面、現 状の「障 害」を用いること。今後、制度改革
せいごうせい はいりよ ほうれいとう とうめん げんじよう しようがい もち こ んご せ い どかいかく

の集 中期間内を目途に一定の結論を得ることを目指すべきだ。
しゆうちゆうき か んない め ど いつてい けつろん え め ざ

○（発言）検討に当たってはヒアリングの外に、内閣府のホームページで意見を公募した。
はつげん けんとう あ ほか ないかくふ い けん こ う ぼ

○（発言）「碍」を常 用漢字に追加するべきであると文化審議会に求める必要があるのでは
はつげん がい じようよう か ん じ つ い か ぶ ん か しんぎかい もと ひつよう

ないか。作業チームは、今後更に検討を進め意見集 約を図ると提言している。常 用漢字を使う
さぎよう こ ん ごさら けんとう すす い け んしゆうやく はか ていげん じようようか ん じ つか

のが国の慣例なので、「障 害」、「障碍 」、「障がい」を自由に使える状 況にすべきだ。意見募集
くに かんれい しようがい しようがい しよう じ ゆ う つか じようきよう い け んぼしゆう

の結果は、「障 害」を支持する意見が約４割、「障碍 」が同じく約４割、「障がい」その他で
け つ か しようがい し じ い け ん やく わり しようがい おな やく わり しよう た

２割だった。「障 害」と「障碍 」はほとんど同じだが、「障碍 」の方は使いにくく、このま
わり しようがい しようがい おな しようがい ほう つ か い

までよいのか。「障 害」を４割が支持しているということは、６割は「障 害」を使いたくな
しようがい わり し じ わり しようがい つか

い、６割の中の多くは「障碍 」を使いたいと読むこともできる。「碍」を常 用漢字に追加す
わり なか おお しようがい つか よ がい じようよう か ん じ つ い か

ることに対して、反対の委員は理由を聞かせて欲しい。
たい はんたい い い ん り ゆ う き ほ

○（発言）「碍」を支持する人は４割で、あとの６割の中には「害」の支持が多いのだろう。
はつげん がい し じ ひと わり わり なか がい し じ おお

「碍」を常 用漢字表に入れれば、「碍」を使う自治体も出てくる。「碍」が必ずしもいい意味
がい じようようかんじひよう い がい つか じ ち た い で がい かなら い み

を持っているとは限らず、新しい言葉を考えるか、今のままの「害」を使うしかないと考える。
も かぎ あたら こ と ば かんが いま がい つか かんが

「碍」を常 用漢字表に入れるのは「害」を主 張している立場からは容認し難い。
がい じようようかんじひよう い がい しゆちよう た ち ば ようにん がた

○（発 言）障 害の法 令 上 の表 記は社 会モデルへの転 換をすべきだが、現段階では
はつげん しようがい ほうれい じよう ひようき しやかい てんかん げんだんかい
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「障 害」を使うべきだ。「がい」あるいは「チャレンジド」は採用すべきではなく、「碍」は
しようがい つか さいよう がい

よくわからない。法令上の表記とは別に、常 用漢字に加え幅を広げることは反対ではない。
ほうれいうえ ひようき べつ じようよう か ん じ くわ はば ひろ はんたい

○（発言）当面「障 害」を用いるというのは妥当な結論だ。常 用漢字ではない漢字の使用
はつげん とうめん しようがい もち だ と う けつろん じようよう か ん じ か ん じ し よ う

が制限されているわけではないということも含めて、これに賛同する。
せいげん ふく さんどう

○（発言）以前、内閣府が国民に意識調査をした時は、「碍」に対する理解度は低かった。今回
はつげん い ぜ ん ないかくふ こくみん い し きちようさ とき がい たい り か い ど ひく こんかい

の意見募集では意識の高い人から意見が出され、支持が４割になった。（前者の）国民への
い け ん ぼしゆう い し き たか ひと い け ん だ し じ わり ぜんしや こくみん

意識調査の方がより幅広い人に対して聞いており、一般の人の認識を重視した方がよい。
い し きちようさ ほう はばひろ ひと たい き い いつぱん ひと にんしき じゆうし ほう

○（発言）その調査は無作為抽 出で国民の意見を聞いた。しかし、「『障碍 』は悪魔のたた
はつげん ちようさ む さ く い ちゆうしゆつ こくみん い け ん き しようがい あ く ま

りというような悪い意味があるが」と設問で述べており、公平さに欠ける。一般の人々には
わる い み せつもん の こうへい か いつぱん ひとびと

「障碍 」は馴染みがなく、2.4％の支持だった。今回は関心のある人たちが意見を寄せ、４割
しようがい な じ し じ こんかい かんしん ひと い け ん よ わり

が支持した。どちらに重みがあるかは簡単には言えない。
し じ おも かんたん い

○（発言）所属する組織内で障 害の表記に関するアンケートをした。表記を改めるべきだと
はつげん しよぞく そしきない しようがい ひようき かん ひようき あらた

の意見は33.3％、内閣府の調査では21％だった。改めるべきではないとの意見は31件で49.2％。
い け ん ないかくふ ちようさ あらた い け ん けん

内閣府は43％だった。現行の「障 害」で良いという意見が強かった。
ないかくふ げんこう しようがい よ い け ん つよ

○（発言）私 どもの団体も、同じようなアンケートをした。48加盟団体にアンケートをし、漢字
はつげん わたし だんたい おな か め いだんたい か ん じ

を使う、平仮名を使うに二分された。「碍」が良いという意見は１件だった。幾つかの団体か
つか ひ ら が な つか に ぶ ん がい よ い け ん けん いく だんたい

ら、「行 政が平仮名表記を使っている場合、団体から文 章を出すときに『障 害』で出すと、
ぎようせい ひ ら が な ひようき つか ば あい だんたい ぶんしよう だ しようがい だ

『障がい』と平仮名に書き直すよう指導を受けた」という報告がある。慎 重に議論をするこ
しよう ひ ら が な か なお し ど う う ほうこく しんちよう ぎ ろ ん

とを求めたい。加盟団体や他の障 害 者団体も、自分の団体の名前を表す時に、行 政に確認
もと か め い だんたい た しようがいしやだんたい じ ぶ ん だんたい な ま え あらわ とき ぎようせい かくにん

をしながら団体名を使うところが多い。
だんたいめい つか おお

○（発言）議論のテーマを誤解しているのではないかと思う。「障碍 」、「障 害」、「障がい」
はつげん ぎ ろ ん ご か い おも しようがい しようがい しよう

が良いのかという議論ではない。それについては継続的な検討が必要だということで、全員
よ ぎ ろ ん けいぞくてき けんとう ひつよう ぜんいん

一致で確認された。検討するために、「碍」を常 用漢字に入れて、自由に使えるようにする
い つ ち かくにん けんとう がい じようよう か ん じ い じ ゆ う つか

ということについて賛成か反対かということだ。
さんせい はんたい

○（発言）法律でどの表記を使うかという点について、「害」に加えて、平仮名や「碍」でも
はつげん ほうりつ ひようき つか てん がい くわ ひ ら が な がい

よいというのは行 政 的には好ましくないのではないか。
ぎようせいてき この

○（発言）表 現の自由を広げるという意味で「碍」を使うことがあっても良い。ただ、団体
はつげん ひようげん じ ゆ う ひろ い み がい つか よ だんたい

がどういう表記をするかは、それぞれの団体に委ねられるべきだ。地方公 共団体が当事者抜き
ひようき だんたい ゆだ ち ほ うこうきようだんたい とうじしやぬ
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に表記を決め、当事者団体や当事者に押し付けるということは決してあってはならない。
ひようき き とうじしやだんたい とうじしや お つ けつ

○（発言）「碍」を常 用漢字に入れるということは、地方公 共団体が使えるということだ。
はつげん がい じようよう か ん じ い ち ほ う こうきようだんたい つか

「碍」を使うと、そこに住む当事者すべてが影 響を受ける。４割対４割の段階で、使える自由
がい つか す とうじしや えいきよう う わりたい わり だんかい つか じ ゆ う

はあるということで認めてしまっていいのか。意識のある方ですら４割対４割と伯 仲してい
みと い し き かた わりたい わり はくちゆう

る。常 用漢字にすることで、自治体によっては「碍」を使うようになる。
じようようか ん じ じ ち た い がい つか

○（藤井議長代理）以下のように方向を提案したい。１つは今日ここで合意を得ているように、
ふ じ いぎちようだ い り い か ほうこう ていあん き よう ご う い え

第二次意見では「障 害」という表記を提案せざるを得ない。次に、改革の集 中期間を通し
だい に じ い け ん しようがい ひようき ていあん え つぎ かいかく しゆうちゆう き か ん とお

「がい」、「害」、「碍」について考えていこうということ。常 用漢字に関しては、今日は結論
がい がい かんが じようよう か ん じ かん き よ う けつろん

を出しにくい。まだ猶予があるようなので、保留にして更に議論することにしたい。
だ ゆ う よ ほりゆう さら ぎ ろ ん

（「異議なし」と声あり）
い ぎ こえ

議事 障 害 者基本法の改正について
ぎ じ しようがいしやきほんほう かいせい

【第二次意見骨子案について】
だい に じ い け ん こ つ しあん

○（ 東 室 長）第一次意見をつくる際にも、目次だけを示した骨子を配った。
ひがししつちよう だいいち じ い けん さい も く じ しめ こ つし くば

「はじめに」では、第一次意見作成後の経過を書きたい。以降は、本文になる。「Ⅰ 第１
だいいち じ い け ん さくせい ご け い か か い こ う ほんぶん だい

次意見後に議論した事項」は、「１）住 宅」「２）文化・スポーツ」「３）ユニバーサルデザイ
じ い け ん ご ぎ ろ ん じ こ う じゆうたく ぶ ん か

ン」「４）障 害の予防」があり、基本法の施策関係と、それにとどまらない個別的な政策も
しようがい よ ぼ う きほんほう し さ く かんけい こべつてき せいさく

あるため、別に書きたい。「２．『障 害』の表記」は、先ほどの議論をベースにしたい。
べつ か しようがい ひようき さき ぎ ろ ん

「Ⅱ 障 害 者基本法の改正について」は、４つに分かれる。「１．障 害 者基本法改正の
しようがいしや きほんほう かいせい わ しようがいしや きほんほう かいせい

趣旨・目的」は、改正の経緯や視点を書きたい。「２．総則関係」は、これまで議論してきた
し ゆ し もくてき かいせい け い い し て ん か そうそくかんけい ぎ ろ ん

総則部分になる。次は、各則で「３．基本的施策関係」として、「１）労働及び雇用」から
そうそく ぶ ぶ ん つぎ かくそく きほんてき し さ く かんけい ろうどうおよ こ よ う

「14）国際的協 調のための施策」になる。
こくさいてききようちよう し さ く

「４．推進体制」は、中 央の推進体制及び地方の推進体制となる。
すいしんたいせい ちゆうおう すいしんたいせいおよ ち ほ う すいしんたいせい

この目次について、メール等で、御意見を伺いたい。第一次意見のように、推進会議の
も く じ とう ご い け ん うかが だいいち じ い け ん すいしん か い ぎ

問題認識をベースに、基本法改正について盛り込むべき内容を書く。今後具体的にどのよう
もんだいにんしき きほんほう かいせい も こ ないよう か こ ん ご ぐたいてき

に法案をつくるのかが問題だ。各 省 庁や内閣法 制 局との折 衝を経るが、その過程で結果
ほうあん もんだい かくしようちよう ないかくほうせいきよく せつしよう へ か て い け つ か

を推進会議に持ち帰って議論し、キャッチボールすることになると思う。
すいしんか い ぎ も かえ ぎ ろ ん おも

○（発言）第一次意見は、推進会議の問題認識として点線で囲い、政府に求める今後の取組み
はつげん だいいち じ い け ん すいしんか い ぎ もんだいにんしき てんせん かこ せ い ふ もと こ んご とりく

については白丸で記した。今回はそうせずに、各点線の中から大きいものを白丸で書き、その後、
しろまる しる こんかい かくてんせん なか おお しろまる か ご

各 省 庁とすり合わせをするのか。
かくしようちよう あ

○（ 東 室 長）第一次意見は提出 した後、推進本部ですぐに閣議決定された。だから、かな
ひがししつちよう だいいち じ い け ん ていしゆつ あと すいしん ほ ん ぶ か く ぎ けつてい

りぎりぎりまで詰めたものになった。しかし今回、閣議決定は法の提 出となり、時間的な間隔
つ こんかい か くぎけつてい ほう ていしゆつ じかんてき かんかく
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がある。白丸部分については、推進会議の問題認識をベースに、大事な部分を書く。
しろまるぶ ぶ ん すいしんか い ぎ もんだいにんしき だ いじ ぶ ぶ ん か

○（発言）前回、障 害のある女性について提案をした。他の委員からも、障 害のある女性
はつげん ぜんかい しようがい じよせい ていあん た い い ん しようがい じよせい

についてたたき台が出ている。総則にあるが、それでは弱い。各則としても入れていただきた
だい で そうそく よわ かくそく い

い。もう一点。総則と各則ともに、国際協 力について提案し、それが反映されていること
いつてん そうそく かくそく こくさいきようりよく ていあん はんえい

はありがたい。権利条 約、人権条 約は、国際協 力になっている。国際的協 調は国際
け ん り じようやく じんけんじようやく こくさいきようりよく こくさいてききようちよう こくさい

協 力に変えて欲しい。
きようりよく か ほ

○（発言）就 労合同作業チームの意見書を出したが、これとは別に提出 する必要があるの
はつげん しゆうろうごうどうさぎよう いけんしよ だ べつ ていしゆつ ひつよう

か。働くことと所得保障はリンクしているため、関連づけたものを出すことも可能か。
はたら しよとくほしよう かんれん だ か の う

○（ 東 室 長）合同作業チームとして、ある程度まとまったのであれば出していただければ
ひがししつちよう ごうどうさぎよう て い ど だ

と思う。コンパクトに絞っていただくと非常に参 照しやすい。意見の部分と反映させる一番
おも しぼ ひじよう さんしよう い け ん ぶ ぶ ん はんえい いちばん

重 要な部分に分けて書いて欲しい。
じゆうよう ぶ ぶ ん わ か ほ

○（発言）現行の12 条 が医療、介護等で、骨子案は健康、医療になっている。介護だけでは
はつげん げんこう じよう いりよう か い ごとう こ つ しあん けんこう いりよう か い ご

なく、特に生活支援が読み取れる項目がないと、医療だけが残ることになる。各則の冒頭に
とく せいかつ し え ん よ と こうもく いりよう のこ かくそく ぼうとう

地域生活支援という項目が必要だ。「10）年金等」、「11）経済的負担等の軽減」は、所得保障
ち い きせいかつし え ん こうもく ひつよう ねんきんとう けいざいてきふ た んとう けいげん しよとくほしよう

より積 極 的な規定ぶりの方が良い。「12）選挙等」も、権利条 約の規定からすれば、むしろ
せつきよくてき き て い ほう よ せんきよとう け ん り じようやく き て い

政治参加として広い規定ぶりの方が良い。
せ い じ さ ん か ひろ き て い ほう よ

○（発言）「12）選挙等」は、政治参加でお願いしたい。全体の構成、目次についても意見を出し
はつげん せんきよとう せ い じ さ ん か ねが ぜんたい こうせい も く じ い け ん だ

て良いのか。自己責任、自己決定という考え方を盛り込む場合、権利条 約の21 条 の「表 現
よ じ こ せきにん じ こ けつてい かんが かた も こ ば あ い け ん り じようやく じよう ひようげん

及び意見の自由並びに情 報アクセス」に関わる問題がでてくる。すなわち、障 害 者は立場
およ い け ん じ ゆ う なら じようほう かか もんだい しようがいしや た ち ば

が弱くいろいろな人に支えられて社会生活をしているため、言いたいことがあっても言えない
よわ ひと ささ しやかいせいかつ い い

という状 況や、意見を言いたいけれども手段がないという状 況がある。
じようきよう い け ん い しゆだん じようきよう

○（発言）精神障 害について病 院関係者と話すと、徹底的に医療モデルで改革をするとい
はつげん せいしんしようがい びよういんかんけいしや はな てつていてき いりよう かいかく

う視点でいる。福祉に進出 しかねないほど、医療モデルの発言が多い。障 害 者権利条 約は
し て ん ふ く し しんしゆつ いりよう はつげん おお しようがいしや け ん り じようやく

医療モデルから社会モデルへの移行を前提にしているが、医療の中で精神障 害を語ると、
いりよう しやかい い こ う ぜんてい いりよう なか せいしんしようがい かた

医療モデルを是認するという矛盾になる。精神障 害については人権的なことが大きく、医療
いりよう ぜ に ん むじゆん せいしんしようがい じんけんてき おお いりよう

から外した方が本質を間違えないで済む。
はず ほう ほんしつ ま ちが す

○（発言）その点はまさに懸念をしたことだ。「３．基本的施策」の最初に、地域生活支援が
はつげん てん け ね ん きほんてき し さ く さいしよ ち い き せいかつ し え ん

なければ、社会モデルを総論で言いながら各論は医療モデルになる矛盾がおきる。
しやかい そうろん い かくろん いりよう むじゆん
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○（藤井議長代理）構成についても意見を言っても良いかとあった。これはどうか。
ふ じ いぎちようだ い り こうせい い け ん い よ

○（ 東 室 長）当然、受け取る。
ひがししつちよう とうぜん う と

○（発言）意見はメールでというのがわからない。今まで議論を重ねてきた。その時に意見を
はつげん い け ん いま ぎ ろ ん かさ とき い け ん

出したが、それをもう一度繰り返すのでは意味がない。
だ い ち どく かえ い み

○（ 東 室 長）そういうことを言っているわけではない。例えば、項目の順 番とか項目とし
ひがししつちよう い たと こうもく じゆんばん こうもく

て抜けているもの、議論はあったが抜けている項目について意見があるだろう。
ぬ ぎ ろ ん ぬ こうもく い け ん

○（発言）今まで出した意見はまとめて、案として出てくるのか。
はつげん いま だ い け ん あん で

○（ 東 室 長）その前提だ。しかし、何をどこで書くか、目次が確定しないといけない。意見
ひがししつちよう ぜんてい なに か も く じ かくてい い け ん

を頂きたい。
いただ

○（発言）法制上の施策は、総則の「10）施策の基本方針」の中に含まれているのか。法制 上
はつげん ほうせいうえ し さ く そうそく し さ く き ほ んほうしん なか ふく ほうせいじよう

の措置の問題だ。
そ ち もんだい

○（ 東 室 長）そのような漏れも含めてチェックして欲しい。みんなでつくり上げようという
ひがししつちよう も ふく ほ あ

趣旨だ。確かに、法制 上 の処置は漏れている。
し ゆ し たし ほうせいじよう し よ ち も

○（藤井議長代理）今日は延 長できない。どうしても発言したい方に絞りたい。
ふ じ いぎちようだ い り き よ う えんちよう はつげん かた しぼ

○（発言）各則と総則についての提案をしている。意見を出したら、終わりなのか。
はつげん かくそく そうそく ていあん い け ん だ お

○（発言）女性の障 害は、妊娠、出 産における選択の問題だ。中 絶などをなくすために健康
はつげん じよせい しようがい にんしん しゆつさん せんたく もんだい ちゆうぜつ けんこう

の問題を書く必要がある。リプロダクティブヘルスの問題と健康の権利ということがある。
もんだい か ひつよう もんだい けんこう け ん り

○（発言）今日のこの意見の取扱いについては、見解を聞きたい。
はつげん き よ う い け ん とりあつか けんかい き

○（藤井議長代理）先ほど室 長が言ったが、メールで受け付ける。これも入れるという意味
ふ じ い ぎちよう だ い り さき しつちよう い う つ い い み

だ。

○（発言）皆さんからの意見をメールで頂き、事務局がまとめる。この意見について、議論は後日
はつげん みな い けん いただ じむきよく い け ん ぎ ろ ん ご じ つ

やるのか。他の方の賛同意見については、聞かないのか。
た かた さんどうい け ん き
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○（ 東 室 長）もう少し丁寧な 形 で議論ができる時間があれば、この場で議論を進めて、ま
ひがししつちよう すこ ていねい かたち ぎ ろ ん じ か ん ば ぎ ろ ん すす

とめるのが通 常のやり方だ。皆さん方からもらった意見を６日に素案として出す。過不足が
つうじよう かた みな がた い け ん む い か そ あ ん だ か ふ そ く

あるか、中身の議論ができればと思っている。今日は、素案を出すための項目を精査して欲しい。
な か み ぎ ろ ん おも き よ う そ あん だ こうもく せ い さ ほ

例えば、障 害のある女性という項目は、少なくとも総論部分で書こうとしている。
たと しようがい じよせい こうもく すく そうろんぶ ぶ ん か

○（発言）今日出された意見は、二次意見の中の議論でもう一度議論するのか。
はつげん き よ うだ い け ん に じ い け ん なか ぎ ろ ん い ち ど ぎ ろ ん

○（ 東 室 長）今は総論しか提案がない。各論にも書けという意見ならば、早 急に出して
ひがししつちよう いま そうろん ていあん かくろん か い け ん さつきゆう だ

欲しい。
ほ

○（藤井議長代理）目次案についての意見をメールで欲しいということだ。内容は次回以降に
ふ じ い ぎちよう だ い り も く じあん い け ん ほ ないよう じ か い い こ う

もう一度議論するチャンスがある。
いちどぎ ろ ん

○（発言）わかった。過不足について、意見を出す。
はつげん か ふ そ く い け ん だ

○（藤井議長代理）どうしても発言をしておきたい方。メールではだめだということであれば。
ふ じ い ぎちよう だ い り はつげん かた

○（発言）２つある。１つは、17日に会議をやるのか。２つ目は、これまでの議論で一番多かっ
はつげん にち か い ぎ め ぎ ろ ん いちばんおお

たのは、地域生活支援が不明確だということだ。最初に、地域生活支援を明確に謳って欲しい。
ち い きせいかつし えん ふめいかく さいしよ ち い きせいかつし え ん めいかく うた ほ

この他に、建物の利用と移動の権利を２つに分けるべきか、どうか。意見を出すので、よろし
ほか たてもの り よ う い ど う け ん り わ い け ん だ

くお願いしたい。
ねが

○（藤井議長代理）17日は予備日だったが、今後のスケジュールはどうなるのか。
ふ じ いぎちようだ い り にち よ び び こ ん ご

○（ 東 室 長）17日以降もやる必要が出てくるかもしれない。議論の進み具合による。
ひがししつちよう にちい こう ひつよう で ぎ ろん すす ぐ あ い

○（藤井議長代理）覚悟はしておかなければならないということだ。
ふ じ いぎちようだ い り か く ご

○（発言）第一次意見書が出た後に6月29日に閣議決定をした。第一次意見書を最大限に尊 重
はつげん だいいち じ いけんしよ で あと にち か くぎけつてい だいいち じ いけんしよ さいだいげん そんちよう

するとあったが、例えば精神分野では、障 害 者権利条 約に基づきという文言が閣議決定の中
たと せいしんぶ ん や しようがいしやけ ん りじようやく もと もんごん か く ぎけつてい なか

では落ちていた。権利という言葉も、出てこない。第二次意見を出す時に、どこまで閣法に反映
お け ん り こ と ば で だい に じ い け ん だ とき かくほう はんえい

されるのかをイメージしておきたい。閣法に本当に反映される部分があるならば、条 文イメ
かくほう ほんとう はんえい ぶ ぶ ん じようぶん

ージまで含めて考えざるを得ない。
ふく かんが え

○（発言）地域生活を入れないと、精神障 害について書けない。また、医療から外れた部分
はつげん ち い き せいかつ い せいしんしようがい か いりよう はず ぶ ぶ ん

を総則、あるいは各則に入れるかどうかは、いつ決めるのか。それによってメールで出す内容
そうそく かくそく い き だ ないよう
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が変わる。
か

【基本法と個別法の性格について】
きほんほう こべつほう せいかく

○（藤井議長代理）基本法の性格は大変大事な問題だ。事務局からお 話 を伺い、今の議論と
ふ じ い ぎちよう だ い り きほんほう せいかく たいへん だ い じ な もんだい じむきよく はなし うかが いま ぎ ろ ん

もオーバーラップする点があるので、更に議論を深めたい。
てん さら ぎ ろん ふか

○（事務局）資料４は、政府部内で基本法の制定や改正などを検討する際の考え方を整理し
じむきよく しりよう せ い ふ ぶ ない きほんほう せいてい かいせい けんとう さい かんが かた せ い り

たものである。今後、二次意見を踏まえ、政府部内で障 害 者基本法改正の条文化作業を進め
こ ん ご に じ い け ん ふ せ い ふ ぶ ない しようがいしやきほんほうかいせい じようぶんかさぎよう すす

ていく。その際にも参 照すべきものになる。
さい さんしよう

さまざまな分野で、基本法が制定されている。それらは、国政の重 要な分野で、国の
ぶ ん や きほんほう せいてい こくせい じゆうよう ぶ ん や くに

制度・政策などの基本方針、政策推進の枠組みを定めているものである。それぞれの個別分野
せ い ど せいさく き ほんほうしん せいさくすいしん わくぐ さだ こ べつ ぶ ん や

の政策決定・実施に当たる基本的な理念、方向性を規定しているため、国民の具体的な権利
せいさくけつてい じ つ し あ きほんてき り ね ん ほうこうせい き て い こくみん ぐたいてき け ん り

義務は規定しないのが通例になっている。
ぎ む き て い つうれい

これに対し個別法は、政策実現のために必要な制度が規定される。個々の制度の具体的な
たい こべつほう せいさくじつげん ひつよう せ い ど き て い こ こ せ い ど ぐたいてき

事項や国民の具体的な権利義務などが担保措置、例えば予算措置や罰則規定などを伴った 形
じ こ う こくみん ぐたいてき け ん り ぎ む た ん ぽ そ ち たと よ さ ん そ ち ばつそく き て い ともな かたち

で定められる。
さだ

今後、政府部内の法案化作業では、基本法と個別法の役割分担の考え方を踏まえ、基本法
こ ん ご せ い ふ ぶ ない ほうあんか さぎよう きほんほう こべつほう やくわりぶんたん かんが かた ふ きほんほう

に盛り込むべき事項、個別法に盛り込むべき事項などを精査してゆくことになる。
も こ じ こ う こべつほう も こ じ こ う せ いさ

○（藤井議長代理）基本法は、裁判規範になるのかが大きな注 目 点だ。基本法には、国民の
ふ じ い ぎちよう だ い り きほんほう さいばん き は ん おお ちゆうもくてん きほんほう こくみん

具体的な権利義務に関する規定は設けられていないという事だった。障 害分野を好転させる
ぐたいてき け ん り ぎ む かん き て い もう こと しようがい ぶ ん や こうてん

ために、これが本当に作用し得るのか。
ほんとう さ よ う え

○（事務局）裁判規範は、いろいろな意味で用いられる言葉である。仮に、裁判で請 求する
じむきよく さいばん き は ん い み もち こ と ば かり さいばん せいきゆう

という意味で裁判規範となり得るかということであれば、直 接条 文に基づく請 求はできな
い み さいばん き は ん え ちよくせつじようぶん もと せいきゆう

い。他方で、基本法に示された方向に従って個別の制度が制定されるという構造になっている
た ほ う きほんほう しめ ほうこう したが こ べ つ せ い ど せいてい こうぞう

ため、個別の事案を判断する際に、基本法で述べられている方向性は参 照される。事態を好転
こ べ つ じ あ ん はんだん さい きほんほう の ほうこうせい さんしよう じ たい こうてん

させられるかどうかについては、今後、基本法改正の方針に従って個別の制度の必要な見直し
こ ん ご きほんほうかいせい ほうしん したが こ べつ せ い ど ひつよう み なお

がなされていくことかと思う。
おも

○（発言）基本法が、社会モデル的な理念で制定された場合、今の身体障 害 者福祉法の
はつげん きほんほう しやかい てき り ね ん せいてい ば あ い いま しんたい しようがいしや ふくしほう

等 級規定は明らかに規定に外れる。手帳を申請したが、それが却下されたとする。その処分
とうきゆう き て い あき き て い はず てちよう しんせい きやつか しよぶん

については無効だという訴訟をした時に、福祉法を変えてないからだめだと言われるのか、
む こ う そしよう とき ふくしほう か い

変えていないことそのものが、法規範上問題があるという裁判結果になるのか。
か ほうき は んうえもんだい さいばんけ つ か

○（事務局）個別のケースに必ずしも十 分答えられないが、基本法を社会モデルで書き改めよう
じむきよく こ べ つ かなら じゆうぶんこた きほんほう しやかい か あらた



10

という議論をしている。改正された後には、その趣旨を踏まえて各制度が手直しをされるとい
ぎ ろ ん かいせい あと し ゆ し ふ かくせいど て なお

う順 番になる。質問のような事態が発生するとは、考えにくい。
じゆんばん しつもん じ た い はつせい かんが

○（発言）基本法の位置づけについて、違和感がある。 私 たちの原点は、障 害 者制度をパ
はつげん きほんほう い ち い わ か ん わたし げんてん しようがいしや せ い ど

ラダイム転換する必要があるということで、法文 上 にその理念がきちんと語られ、当事者の
てんかん ひつよう ほうぶんじよう り ね ん かた とうじしや

権利性が実体法として語られる必要がある。今、申し上げた理念や権利性を実体法化するた
け ん り せい じつたいほう かた ひつよう いま もう あ り ね ん け ん りせい じつていほう か

めの法のネーミングとして、基本法が妥当なのか。基本法は新たな政策課題に対して、行 政
ほう きほんほう だ と う きほんほう あら せいさく か だ い たい ぎようせい

として取り組む指針を示すために制定してきた。書きぶりとしては、国、自治体の責務を
と く し し ん しめ せいてい か くに じ ち た い せ き む

抽 象 的にこうすべきだと書くのか、極めて具体的に政策課題として、この部署がこの財源
ちゆうしようてき か きわ ぐたいてき せいさく か だ い ぶ し よ ざいげん

の裏づけを込めて実施すべきであると書くのかという疑問がある。後者であれば、政策転換す
うら こ じ つ し か ぎ も ん こうしや せいさくてんかん

る可能性は出てくる。方向性を示すだけであれば、必ずしも政策転換するとは言えない。日本
かのうせい で ほうこうせい しめ かなら せいさくてんかん い に ほ ん

はドイツとは違い、基本法に権利性、理念が込められていない。基本法は廃止して権利法にす
ちが きほんほう け ん りせい り ね ん こ きほんほう は い し け ん りほう

べきだ。

○（発言）かなり根本的なお 話 だった。事務局の説明とは相容れない論点も含まれていた。
はつげん こんぽんてき はなし じむきよく せつめい あいい ろんてん ふく

○（発言）現行の障 害 者基本法の第３ 条 は、すべての障 害 者はその尊厳にふさわしい生活
はつげん げんこう しようがいしやきほんほう だい じよう しようがいしや そんげん せいかつ

を保障される権利を有すると明確に権利を謳っている。権利そのものを謳えないということで
ほしよう け ん り ゆう めいかく け ん り うた け ん り うた

はない。今回、 私 たちが求めている最大の基本的な理念は、地域で生活をする権利だ。地域
こんかい わたし もと さいだい きほんてき り ね ん ち い き せいかつ け ん り ち い き

で生活をする権利を明確に謳うことは、基本法でも十 分に可能であると理解しているが、ど
せいかつ け ん り めいかく うた きほんほう じゆうぶん か の う り か い

うなのか。

○（事務局）３ 条 の部分に権利という言葉がある。このような立法例があるのは事実だ。基本法
じむきよく じよう ぶ ぶ ん け んり こ とば りつぽうれい じ じ つ きほんほう

と個別法という役割分担がある中で、今、議論していただいている内容を基本法に盛り込む
こべつほう やくわりぶんたん なか いま ぎ ろ ん ないよう きほんほう も こ

場合にどういうことが可能なのか。例えば、具体的な権利や抽 象 的な権利の規定の仕方はど
ば あ い か の う たと ぐたいてき け ん り ちゆうしようてき け ん り き て い し か た

ういう方法があるのか。権利ということではなく、実現すべき内容そのものを書き起こしてい
ほうほう け ん り じつげん ないよう か お

くような規定の仕方についても更に検討したい。
き て い し か た さら けんとう

○（藤井議長代理）権利という要素、あるいは性格づけを基本法に入れられないかという点に
ふ じ い ぎちよう だ い り け ん り よ う そ せいかく きほんほう い てん

ついてはどうなのか。

○（事務局）規定をする上で、そもそもその規定が何を意味するのかをしっかりと整理する必要
じむきよく き て い うえ き て い なに い み せ い り ひつよう

がある。表 現したい内容を精査し、その次にそれをどう表 現するのが適切かということに
ひようげん ないよう せ い さ つぎ ひようげん てきせつ

なる。３ 条 に権利と書いてあるのは事実で、それも参考に更に精査をしたい。
じよう け ん り か じ じ つ さんこう さら せ い さ

○（発言）この資料が基本法と個別法を説明しているのは理解できる。しかし、これを超えて
はつげん しりよう きほんほう こべつほう せつめい り か い こ
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はいけないという趣旨ではないと理解したい。例えば、教 育基本法は戦後直後にできたが、
し ゆ し り か い たと きよういくきほんほう せ ん ご ちよくご

権利規定をたくさん持っている。しかし、障 害 者基本法は具体的な施策義務に偏っている。
け ん り き て い も しようがいしやきほんほう ぐたいてき し さ く ぎ む かたよ

我々がどのようにつくりたいのか基本姿勢をしっかりと示すべきで、社会の在り方だけでは
われわれ き ほ ん し せ い しめ しやかい あ かた

なく、その社会を実現するための権利規定まで意識して規定するべきだ。障 害 者基本法で
しやかい じつげん け ん り き て い い し き き て い しようがいしや きほんほう

共 生社会をつくると言い、その社会を実現するためには地域で自立して生きる権利を持たな
きようせいしやかい い しやかい じつげん ち い き じ り つ い け ん り も

い限りは共 生社会が実現し得ないということを意識して書き込むべきだ。加えて、国民の
かぎ きようせいしやかい じつげん え い し き か こ くわ こくみん

具体的な権利義務に関する規定は設けられていないと言うが、国民と事業者の責務がなくては、
ぐたいてき け ん り ぎ む かん き て い もう い こくみん じぎようしや せ き む

国と地方公 共団体だけでは実現できない。そこも踏まえていただきたい。
くに ち ほうこうきようだんたい じつげん ふ

○（ 東 室 長）なぜ今回、権利規定が必要なのか。これまでいろいろ議論があったが、そこ
ひがししつちよう こんかい け ん り き て い ひつよう ぎ ろ ん

が煮詰まっていない。「権利条 約ではこのように書いてある。だから、基本法でも書け」とい
に つ け ん り じようやく か きほんほう か

う議論では足りないのではないか。「保護の客 体から施策の主体」へという時に、幅広い
ぎ ろ ん た ほ ご きやくたい し さ く しゆたい とき はばひろ

裁 量 権の下に自由権が制限されてきたという歴史的な背景がある。それではダメだから権利
さいりようけん もと じゆうけん せいげん れきしてき はいけい け ん り

として書くと必要があると理屈を議論して、一般社会に発信すべきだ。考え方や理屈を出し
か ひつよう り く つ ぎ ろ ん いつぱんしやかい はつしん かんが かた り く つ だ

て欲しい。
ほ

○（発言）今、それぞれの委員が言ったことは当然だが、その 答 を事務局に求めるのは酷だ。
はつげん いま い い ん い とうぜん こたえ じむきよく もと こ くだ

決定権があるわけではない。これは、権利条 約を反映するためにやるのであって、そこは大臣
けつていけん け んりじようやく はんえい だいじん

でなければ決められないと思う。政治的判断をお願いしたい。
き おも せいじてきはんだん ねが

○（ 東 室 長）陳 情ではなく、理屈、意見をメールで欲しい。
ひがししつちよう ちんじよう り く つ い けん ほ

○（藤井議長代理）担当室としても理論的な根拠がほしいとのことだ。障 害を持った人々は他
ふ じ いぎちようだ い り たんとうしつ りろんてき こんきよ しようがい も ひとびと た

の市民とは違った状 況に置かれている。この状 況に影 響を与えるような基本法でないと、
し み ん ちが じようきよう お じようきよう えいきよう あた きほんほう

何を議論してきたのかということになる。権利条 約の批准要件を満たすよう、また、障 害
なに ぎ ろ ん け ん り じようやく ひじゆんようけん み しようがい

を持った人々の暮らしぶりを好転させられるように、各委員とも理論的な根拠、提案をして
も ひとびと く こうてん かくいいん りろんてき こんきよ ていあん

いこう。指摘のように、政治判断も含めて考えるべきだ。これについては担当室の方で持ち帰っ
し て き せ い じはんだん ふく かんが たんとうしつ ほう も かえ

て、判断して欲しい。
はんだん ほ

以上
いじよう


