
■第27回障がい者制度改革推進会議（2010年12月6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 がつ にち ぎ じ ようろく

議事 障 害 者基本法の改正について（第二次意見のとりまとめ等）
ぎ じ しようがいしやきほんほう かいせい だい に じ い け ん とう

○（ 東 室 長）障 害 者制度改革の重 要方針の第二次意見のとりまとめに入る。本日、推進会議
ひがししつちよう しようがいしやせ い どかいかく じゆうようほうしん だい に じ い け ん はい ほんじつ すいしんか い ぎ

の認識を固め、その後、関係各 省 庁に実施検討に当たっての留意点を作成してもらい、
にんしき かた ご かんけいかくしようちよう じ つ し けんとう あ りゆういてん さくせい

次回会議資料とする予定。これらを踏まえ基本法改正に当たって政府に求める意見を事務局で
じ か い か い ぎ しりよう よ て い ふ きほんほうかいせい あ せ い ふ もと い け ん じむきよく

作成し、次々回会議資料とする予定。
さくせい じ じ か い か い ぎしりよう よ て い

１ 総則
そうそく

○（発言）障 害 者基本計画や法制 上 の措置、年次報告、障 害 者白書に関係するものが「1
はつげん しようがいしや き ほ ん けいかく ほうせいじよう そ ち ね ん じ ほうこく しようがいしやはくしよ かんけい

1）その他」に入っているが、基本法ではどういう位置づけになるのか。「10）施策の基本
た はい きほんほう い ち し さ く き ほ ん

方針」では、政府全体としての実態調査を実施するという政府の責任を書くべき。差別、雇用、
ほうしん せ い ふぜんたい じつたいちようさ じ つ し せ い ふ せきにん か さ べ つ こ よ う

所得の保障、教 育等の総合的な調査実施を基本法で位置づける必要がある。
しよとく ほしよう きよういくとう そうごうてき ちようさじ つ し きほんほう い ち ひつよう

○（発言）「１）目的」に、インクルーシブの定義が盛り込まれたことは評価する。合理的配慮
はつげん もくてき て い ぎ も こ ひようか ごうりてきはいりよ

や必要な支援が充 足されるような政策が必要。「３）基本理念」で、地域社会で生活する権利
ひつよう し え ん じゆうそく せいさく ひつよう き ほ ん り ね ん ち い きしやかい せいかつ け ん り

が確認されたのは重 要。パーソナルアシスタンスは、総合福祉部会で議論をしているテーマ
かくにん じゆうよう そうごう ふ く し ぶ か い ぎ ろ ん

であり、権利条 約では必要な在宅サービス、居 住サービスなどの地域生活支援サービスの中
け んりじようやく ひつよう ざいたく きよじゆう ち い きせいかつし え ん なか

にパーソナルアシスタンスを含むと明記されているので盛り込んでほしい。施策の対 象から
ふく め い き も こ し さ く たいしよう

権利の主体へということからすれば、障 害 者が地域で生活しようとしても社会資源が不足し
け ん り しゆたい しようがいしや ち い き せいかつ しやかい し げ ん ふ そ く

ている。自己決定にあたっては、十 分な情 報提 供やエンパワーメントの機会等の、必要と
じ こ けつてい じゆうぶん じようほうていきよう き か いとう ひつよう

する支援を受けられるようにすることが必要。
し え ん う ひつよう

○（発言）「１．障 害 者基本法改正の趣旨・目的」について。社会的障 壁の中の意識 上 の障 壁
はつげん しようがいしやきほんほうかいせい し ゆ し もくてき しやかいてきしようへき なか い しきじよう しようへき

には外観への偏見を加えてほしい。また、個人の尊厳や自己決定が妨げられることも社会的
がいかん へんけん くわ こ じ ん そんげん じ こ けつてい さまた しやかいてき

障 壁だ。「差別も後を絶たない」とあるが「差別と虐 待も後を絶たない」とするべきだ。
しようへき さ べ つ あと た さ べ つ ぎやくたい あと た

「２）定義」で「機能障 害（インペアメント）と社会との関係」とあるが、「関係」を「相互
て い ぎ き の うしようがい しやかい かんけい かんけい そ う ご

作用」と書いた 所 もあり、表記を統一してほしい。「３）基本理念」で、地域社会で生活す
さ よ う か ところ ひようき とういつ き ほ ん り ね ん ち い き しやかい せいかつ

る権利の実現に向けた施策の具体化のために財政措置を入れてほしい。「４）差別の禁止」で、
け んり じつげん む し さ く ぐ た い か ざいせい そ ち い さ べ つ き ん し

複合的な差別の解 消のためには外部からの介 入、アウトリーチが必要。
ふくごうてき さ べ つ かいしよう が い ぶ かいにゆう ひつよう

○（発言）「条 約の批准を実現」とあるが「条 約の規定を順 守するために障 害 者基本法
はつげん じようやく ひじゆん じつげん じようやく き て い じゆんしゆ しようがいしや きほんほう

を改正する」と書くべきだ。「１．障 害 者基本法改正の趣旨・目的」で、「点字や手話サービ
かいせい か しようがいしやきほんほうかいせい し ゆ し もくてき て ん じ し ゆ わ

スの欠如」とあるが、これに文字情 報を加えてほしい。前文の必要性に言 及してほしい。
けつじよ も じ じようほう くわ ぜんぶん ひつようせい げんきゆう

「１）目的」等で「障 害の種別による格差」とあるが、種別だけではなく程度を入れてほし
もくてき とう しようがい しゆべつ か く さ しゆべつ て い ど い

い。「３）基本理念」では、権利条 約に従って「言語に音声言語及び手話等の非音声言語が
き ほ ん り ね ん け ん り じようやく したが げ ん ご おんせい げ ん ご およ し ゆ わ とう ひおんせい げ ん ご
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含まれることを確認するとともに」としてほしい。コミュニケーションの定義は、漏れやダブ
ふく かくにん て い ぎ も

りがないよう順 序立てて書くべき。
じゆんじよだ か

○（発言）「１）目的」に関しての意見。障 害 者権利条 約批准に当たって人権規定、権利規定
はつげん もくてき かん い け ん しようがいしやけ んりじようやくひじゆん あ じんけんき て い け んり き て い

として国内法が整備されるべきだが、現行法では、「障 害 者の福祉を増進すること」が目的
こくないほう せ い び げんこうほう しようがいしや ふ く し ぞうしん もくてき

となっており、基本的な施策も「障 害 者の福祉に関する基本的施策」となっている。「福祉の
きほんてき し さ く しようがいしや ふ く し かん きほんてき し さ く ふ く し

増進」ではなく、「共 生社会の構築」もしくは「権利の確保」「人権の実行」など、障 害 者
ぞうしん きようせいしやかい こうちく け ん り か く ほ じんけん じつこう しようがいしや

権利条 約に沿った書き方にしてほしい。
け ん りじようやく そ か かた

○（発言）「１ 障 害 者基本法改正の趣旨・目的」で「社会参加の支援等のための施策」と
はつげん しようがいしやきほんほう かいせい し ゆ し もくてき しやかい さ ん か し え んとう し さ く

ある。障 害 者を保護の対 象ではなく基本的人権の享 有主体ととらえる方向で議論してきた
しようがいしや ほ ご たいしよう きほんてきじんけん きようゆうしゆたい ほうこう ぎ ろ ん

のに、「支援」と言うと「支援を受ける人」となってしまうので、「支援」ではなく「保障」、「人権
し え ん い し え ん う ひと し え ん ほしよう じんけん

の確保」ではなく「人権の保障」としてほしい。「２）定義」で、谷間をなくし難 病等も意識
か くほ じんけん ほしよう て いぎ た にま なんびようとう い し き

するならば、障 害の固定を要件にするべきではない。
しようがい こ て い ようけん

○（発言）前回の基本法と個別法の性格についての議論を踏まえ、基本法では個別法及び施策
はつげん ぜんかい きほんほう こべつほう せいかく ぎ ろ ん ふ きほんほう こべつほうおよ し さ く

の理念や方向性を定め、推進体制を明確にすべきだ。「基本的理念」を「基本的な諸権利と
り ね ん ほうこうせい さだ すいしんたいせい めいかく きほんてき り ね ん きほんてき しよけんり

理念及び方向性」という表 現にすべき。
り ね んおよ ほうこうせい ひようげん

○（発言）「２）定義」で、「障 害の定義は、制度の谷間を生まない包括的なものとし」とあ
はつげん て い ぎ しようがい て い ぎ せ い ど た に ま う ほうかつてき

る。「制度の谷間」は一般的には、福祉と教 育どちらも対応しないなどの意味で使われるの
せ い ど た に ま いつぱんてき ふ く し きよういく たいおう い み つか

で、「制度を必要としながらも除外される障 害 者を生まない包括的な」という表 現にしては
せ い ど ひつよう じよがい しようがいしや う ほうかつてき ひようげん

どうか。

○（発言）基本法について日本障 害フォーラムの意見を説明する。まず、前文を作成してほ
はつげん きほんほう に ほ ん しようがい い け ん せつめい ぜんぶん さくせい

しい。障 害 者権利条 約に入っている障 害 者の保護、「施策の客 体から権利の主体へ」とい
しようがいしや け ん り じようやく はい しようがいしや ほ ご し さ く きやくたい け ん り しゆたい

うパラダイム転換を「１）目的」に入れてほしい。「２）定義」では障 害と障 害 者を適切に定義
てんかん もくてき い て い ぎ しようがい しようがいしや てきせつ て い ぎ

してほしい。また、障 害に基づく差別、合理的配慮、インクルージョンの定義、言語、コミ
しようがい もと さ べ つ ごうりてきはいりよ て い ぎ げ ん ご

ュニケーション手段を入れてほしい。「３）基本理念」については、自己決定の権利、差別禁止、
しゆだん い き ほ ん り ねん じ こ けつてい け ん り さ べ つ き ん し

地域生活の権利、個人をそのままの状 態で保護する権利がある。また、言語、コミュニケー
ち い き せいかつ け ん り こ じ ん じようたい ほ ご け ん り げ ん ご

ション及び情 報のアクセスも重 要だ。
およ じようほう じゆうよう

○（発言）「３）基本理念」に【支援付の自己決定の保障】という見出しがあるが、支援付き
はつげん き ほ ん り ね ん し え んつき じ こ けつてい ほしよう み だ し え ん つ

でないと自己決定ができないというとらえ方に懸念があるので、「支援付」を削除すべき。
じ こ けつてい かた け ね ん し え ん つき さくじよ

「４）差別の禁止」の【複合差別】は意味がとらえにくいので、「複合差別の禁止」としては
さ べ つ き ん し ふくごう さ べ つ い み ふくごう さ べ つ き ん し

どうか。「２）定義」で、「個人の心身の機能の損 傷」とあるが、機能が損なわれる場合と遺伝的
て い ぎ こ じ ん しんしん き のう そんしよう き の う そこ ば あい いでんてき
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に機能が働かないという状 況もあるので、表記の仕方に工夫が必要だ。
き のう はたら じようきよう ひようき し か た く ふ う ひつよう

○（発言）【支援付の自己決定の保障】は、例えば聴 覚障 害の方が手話通訳等の必要な支援
はつげん し え んつき じ こ けつてい ほしよう たと ちようかくしようがい かた し ゆ わつうやくとう ひつよう し え ん

を受けつつ自己決定を選択するというような意味。表 現を変えるならば「必要な支援を伴っ
う じ こ けつてい せんたく い み ひようげん か ひつよう し え ん ともな

た自己決定の選択」としてはどうか。
じ こ けつてい せんたく

○（発言）支援は大切で否定しないが、見出しは「自己決定を支援する仕組み」などがよい。
はつげん し え ん たいせつ ひ て い み だ じ こ けつてい し え ん し く

○（発言）支援は地域社会における生活すべてに保障されなければならない。自己決定だけ
はつげん し え ん ち い き しやかい せいかつ ほしよう じ こ けつてい

「支援付き」となると、自己決定に障 害のある人は未熟だということになりかねない。
し え ん つ じ こ けつてい しようがい ひと みじゆく

「支援付き」は不要ではないか。
し えんつ ふ よ う

○（発言）あるがままの状 態を保障される権利が権利条 約にはあるが、支援付きの自己決定
はつげん じようたい ほしよう け ん り け ん りじようやく し え んつ じ こ けつてい

といったとき、無理やりに情 報を与えて、説得して入 院させてしまうおそれがあり、精神
む り じようほう あた せつとく にゆういん せいしん

障 害 者は最初から支援付きの自己決定しかしない人たちとなりかねないので、表 現の工夫
しようがいしや さいしよ し え ん つ じ こ けつてい ひと ひようげん く ふ う

が必要。
ひつよう

○（発言）自己決定の保障を明確にし、そのために必要な支援という表 現を入れてほしい。
はつげん じ こ けつてい ほしよう めいかく ひつよう し え ん ひようげん い

○（発言）「５）障 害のある女性」に関わって、障 害のある男性よりも女性の方が賃金が少ない
はつげん しようがい じよせい かか しようがい だんせい じよせい ほう ちんぎん すく

ことを複合差別の例とするのは不適切だ。女子差別撤廃条 約はあっても、その効果が障 害
ふくごう さ べ つ れい ふてきせつ じ よ し さ べ つ てつぱいじようやく こ う か しようがい

を持っている女性にまで到達していないことを書くべき。日本では男女共 同参画自体が進ま
も じよせい とうたつ か に ほ ん だんじよきようどうさんかく じ た い すす

ず、女性が差別されていることが複合差別である。各則でも障 害のある女性の問題を取り上げ、
じよせい さ べ つ ふくごうさ べ つ かくそく しようがい じよせい もんだい と あ

特に「性と生 殖についての権利」の問題を入れてほしい。人権として、障 害のない 女 の人たち
とく せい せいしよく け ん り もんだい い じんけん しようがい おんな ひと

ができることは、障 害のある 女 の人たちもすべてできなくてはいけない。
しようがい おんな ひと

○（発言）精神障 害を持つ女性は、結婚するときに子どもを産まない条 件で結婚する、あ
はつげん せいしんしようがい も じよせい けつこん こ う じようけん けつこん

るいは離婚の際に親権が父親にいってしまう等、つらい思いをしている。精神障 害を持って
り こ ん さい しんけん ちちおや とう おも せいしんしようがい も

も子どもを産み、育てられる権利の保障をしてほしい。
こ う そだ け んり ほしよう

○（発言）「９）障 害 者週 間」について、先に日本で障 害 者の日があり、次に国際障 害 者
はつげん しようがいしやしゆうかん さき に ほ ん しようがいしや ひ つぎ こくさいしようがいしや

の日が決められ、その 間 １週 間を障 害 者週 間としているが、国民の関心は低い。週 間
にち き あいだ しゆうかん しようがいしやしゆうかん こくみん かんしん ひく しゆうかん

ではなく1日に集 中させ、12月３日としてはどうか。日本では国際障 害 者の日が全く
にち しゆうちゆう がつ にち に ほ ん こくさい しようがいしや にち まつた

顧みられないので、再考してほしい。
かえり さいこう

○（発言）「８）国際的協 調」は全部「国際協 力」に変えるべき。一部の条 項を留保し
はつげん こくさいてききようちよう ぜ ん ぶ こくさいきようりよく か い ち ぶ じようこう りゆうほ
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つつ条 約を批准している国もありため、基準は国際的な動向ではなく権利条 約であるべき
じようやく ひじゆん くに きじゆん こくさいてき どうこう け ん り じようやく

だ。

○（発言）「７）国民の理解・責務」で「社会全体の意識向 上に資する具体的な取組を規定
はつげん こくみん り か い せ き む しやかいぜんたい い し き こうじよう し ぐたいてき とりくみ き て い

すべき」とあるのは評価する。【事業者等の責務】に公 共事業者とマスコミを書くべきで、特に
ひようか じぎようしやとう せ き む こうきようじぎようしや か とく

マスコミは国民の意識向 上に影 響を及ぼす場合が多い。「10）施策の基本方針」で、
こくみん い し き こうじよう えいきよう およ ば あ い おお し さ く き ほ ん ほうしん

障 害 者に対する定期的・継続的な実態調査を実施すること、障 害 者に対する施策の策定と
しようがいしや たい ていきてき けいぞくてき じつたいちようさ じ つ し しようがいしや たい し さ く さくてい

実施は一般国民と比較可能な障 害 者の生活実態の把握に基づいて行うことを入れてほしい。
じ つ し いつぱんこくみん ひ か く か の う しようがいしや せいかつじつたい は あ く もと おこな い

【法制 上 の措置等】が「11）その他」に入っているのは不安だ。
ほうせいじよう そ ち とう た はい ふ あ ん

○（発言）「８）国際的協 調」に障 害 者の権利と尊厳の確保を盛り込み、日本が国際社会
はつげん こくさいてききようちよう しようがいしや け ん り そんげん か く ほ も こ に ほ ん こくさいしやかい

で主体的にこの点を推進する主体となることを入れてほしい。「５）障 害のある女性」が総則
しゆたいてき てん すいしん しゆたい い しようがい じよせい そうそく

に入っていることはうれしいが、内容は不十分。特に「性と生 殖に関する権利」について、
はい ないよう ふじゆうぶん とく せい せいしよく かん け ん り

知的障 害のある女性が結婚する際に子宮を摘 出させられる等の現実がなくなっていないこ
ち て き しようがい じよせい けつこん さい しきゆう てきしゆつ とう げんじつ

とを踏まえると、各則でも障 害のある女性についての規定が必要。
ふ かくのり しようがい じよせい き て い ひつよう

○（発言）権利規定として基本法を書き換えるべき。「11）その他」に【法制 上 の措置等】
はつげん け ん り き て い きほんほう か か た ほうせいじよう そ ち とう

として財政 上 の措置とあるが、「６）国及び地方公 共団体の責務」で財政措置の責務がある
ざいせいじよう そ ち くにおよ ち ほ う こうきようだんたい せ き む ざいせい そ ち せ き む

ことを書き込んでほしい。また、地域で生活する権利を明記してほしい。
か こ ち い き せいかつ け ん り め いき

○（発言）「２．総則関係」の「１）目的」とそれ以降の関連を確認したい。「６）国及び
はつげん そうそくかんけい もくてき い こ う かんれん かくにん くにおよ

地方公 共団体の責務」では冒頭から「自立」という言葉が明記されており、６）の【インク
ち ほ う こうきようだんたい せ き む ぼうとう じ り つ こ と ば め い き

ルーシブ社会の構築】でも国及び地方公 共団体の責務に、地域社会で自立した生活を営むこ
しやかい こうちく くにおよ ち ほ う こうきようだんたい せ き む ち い き しやかい じ り つ せいかつ いとな

とができるようにすることが明記されている。また、「３．基本的施策関係」の「１）地域生活
め いき きほんてき し さ くかんけい ち い きせいかつ

支援」でも「自立」という言葉が使われている。このように「自立」を重視するなら、「１）
し え ん じ り つ こ と ば つか じ り つ じゆうし

「目的」で「自立」の説明が冒頭に必要ではないか。
もくてき じ り つ せつめい ぼうとう ひつよう

○（発言）「障 害のある女性及び児童」として、児童についても総則の中で触れてほしい。
はつげん しようがい じよせいおよ じ ど う じ ど う そうそく なか ふ

○（発言）「障 害のある女性や児童」などと「 女 、子ども」を一緒にするのはやめてほしい。
はつげん しようがい じよせい じ ど う おんな こ いつしよ

２ 各則
かくそく

○（発言）精神医療について「６）精神障 害 者に係る地域移行の促進と医療における適正手続
はつげん せいしんいりよう せいしんしようがいしや かか ち い き い こう そくしん いりよう てきせいてつづき

の確保」に書かれているが、医療の質の問題は「４）健康、医療」で書く方が適切だ。人権尊 重
か くほ か いりよう しつ もんだい けんこう いりよう か ほう てきせつ じんけんそんちよう

の観点から精神医療の体制整備をしてほしい。精神医療のニーズを精査して必要最低限の数
かんてん せいしんいりよう たいせい せ い び せいしんいりよう せ い さ ひつようさいていげん かず

に病 床を削減し、急性期重 症疾患等への医療の充 実を図るとともに、入 院を要しない
びようしよう さくげん きゆうせいきじゆうしようしつかんとう いりよう じゆうじつ はか にゆういん よう
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精神障 害 者への地域での医療提 供体制を確保する必要がある。また、精神障 害 者と家族
せいしんしようがいしや ち い き いりようていきようたいせい か く ほ ひつよう せいしんしようがいしや か ぞ く

へ病 状や治療方針等について十 分に情 報提 供されるべきだ。入 院及び隔離拘束の際の
びようじよう ちりようほうしんとう じゆうぶん じようほうていきよう にゆういんおよ か く り こうそく さい

保護者にかわる、障 害 者権利条 約でいうところの人権的観点から、公的機関の責任が明記
ほ ご し や しようがいしや け ん り じようやく じんけんてきかんてん こうてき き か ん せきにん め い き

されるべき。精神障 害 者は自己決定権に基づいて精神医療を利用することが基本だが、
せいしん しようがいしや じ こ けつていけん もと せいしん いりよう り よ う き ほ ん

例外的に非自発的な医療が行われる場合は、厳密で適正な手続が確保されること。「９）
れいがいてき ひ じ は つ て き いりよう おこな ば あ い げんみつ てきせい てつづき か く ほ

住 宅」について、公営住 宅の絶対数の不足が精神障 害 者の地域移行が進まない原因の一つ
じゆうたく こうえいじゆうたく ぜつたいすう ふ そ く せいしんしようがいしや ち い き い こ う すす げんいん ひと

なので、民間の賃貸住 宅を公営住 宅として借り上げることが喫緊の課題だ。退院の年次
みんかん ちんたいじゆうたく こうえいじゆうたく か あ きつきん か だ い たいいん ね ん じ

目 標と連動して公営住 宅を提 供する年次目 標を提示すべき。
もくひよう れんどう こうえいじゆうたく ていきよう ね ん じもくひよう て い じ

○（発言）「２）労働及び雇用」で、【雇用義務の対 象拡大】について障 害 者雇用義務に
はつげん ろうどうおよ こ よ う こ よ う ぎ む たいしようかくだい しようがいしや こ よ う ぎ む

係る障 害程度の認定は機能障 害ではなく就 業の困難さをベースに行うべき。【一般の
かか しようがい て い ど にんてい き の う しようがい しゆうぎよう こんなん おこな いつぱん

職 業サービス等の利用】に、生 涯学 習も含むキャリア形成の機会が確保されなければな
しよくぎよう とう り よ う しようがいがくしゆう ふく けいせい き か い か く ほ

らないと加えてほしい。「基本法に盛り込むべき観点」の一つ目に、「労働施策と福祉施策を
くわ きほんほう も こ かんてん ひと め ろうどう し さ く ふ く し し さ く

一体的に展開・・・賃金の確保などのために必要な支援を受けられるようにすること」とあ
いつたいてき てんかい ちんぎん か く ほ ひつよう し え ん う

るが、「・・・生計の維持可能な賃金の確保などのために・・・」としてほしい。
せいけい い じ か の う ちんぎん か く ほ

○（発言）「２）労働及び雇用」で、昇 給についても入れてほしい。「労働の質の向 上」と
はつげん ろうどうおよ こ よ う しようきゆう い ろうどう しつ こうじよう

いう表 現はあいまいなので、「障 害 者が障 害を持たない人と同等に雇用され働くことがで
ひようげん しようがいしや しようがい も ひと どうとう こ よ う はたら

きる環 境条 件を整備する」という表 現ではどうか。「３）教 育」の【地域における就 学
かんきようじようけん せ い び ひようげん きよういく ち い き しゆうがく

と合理的配慮の確保】で、本人・保護者が望む教 育を受けられるようにすることがポイント。
ごうりてきはいりよ か く ほ ほんにん ほ ご し や のぞ きよういく う

【学校教 育における多様なコミュニケーション手段の保障】について、学校現場では補聴器
がつこうきよういく た よ う しゆだん ほしよう がつこう げ ん ば ほちようき

を始めとする補聴の重 要 性が認識され日 常 的に使われているので、補聴援助を書き込んで
はじ ほちよう じゆうようせい にんしき にちじようてき つか ほちようえんじよ か こ

ほしい。「５）障 害原因の予防」で【『障 害の原因』の予防と早期発見、早期支援】となっ
しようがいげんいん よ ぼ う しようがい げんいん よ ぼ う そ う き はつけん そ う き し え ん

ているが、早期治療も入れてほしい。
そ う きちりよう い

○（発言）「１）地域生活支援」をトップに位置づけたのは適切だが、【支援の対 象】に
はつげん ち い き せいかつ し え ん い ち てきせつ し え ん たいしよう

社会的入 院の問題を書き込むべき。また、「女性」の課題は各論に入れてほしい。特にリプ
しやかいてきにゆういん もんだい か こ じよせい か だ い かくろん い とく

ロダクティブ・ヘルス・ライツ（性と生 殖の健康と権利）は女性障 害 者の重 要な課題だ。
せい せいしよく けんこう け ん り じよせいしようがいしや じゆうよう か だ い

「７）障害児支援」については、子どもの中に障害児を位置づけるという考え方を明記した上
しようがいじし え ん こ なか しようがいじ い ち かんが かた め い き うえ

で、必要な支援を書き込むべき。
ひつよう し え ん か こ

○（発言）「１）地域生活支援」の【支援の対 象】に家族、家庭を入れてほしい。地域生活
はつげん ち い き せいかつ し え ん し え ん たいしよう か ぞ く か て い い ち い き せいかつ

をしている障 害 者の８割以上が在宅で、経済的にも精神的にも家族が支えているが、今は
しようがいしや わりいじよう ざいたく けいざいてき せいしんてき か ぞ く ささ いま

家族は無支援状 態だ。
か ぞ く む し え ん じようたい

○（発言）「２）労働及び雇用」で、支援の中に「通勤支援」とあるが、職場内の移動等があ
はつげん ろうどうおよ こ よ う し え ん なか つうきん し え ん しよくばない い ど うとう
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るので「通勤等を含む移動支援」とした方がよい。支援の内容として、職場環 境の整備は入れて
つうきんとう ふく い どう し え ん ほう し え ん ないよう しよくばかんきよう せ いび い

ほしい。情 報保障またはコミュニケーション支援は労働能 力向 上のために必要な支援であ
じようほうほしよう し え ん ろうどうのうりよくこうじよう ひつよう し え ん

り、聞こえない人だけでなく知的障 害 者、発達障 害 者にも必要。「３）教 育」について、
き ひと ち て き しようがいしや はつたつしようがいしや ひつよう きよういく

視覚障 害 者関係から、ろう者、難 聴 者、盲ろう者に視覚障害者を加える要望があると聞く。
し か く しようがいしやかんけい しや なんちようしや もう しや しかくしようがいしや くわ ようぼう き

また、教 育を受ける子どもたちの一人ひとりの違った個別ニーズに応じたという言葉を
きよういく う こ ひとり ちが こ べ つ おう こ と ば

盛り込んでもいいのではないか。教 育の分野のみ特別支援という言葉を使っており、使い方
も こ きよういく ぶ ん や とくべつ し え ん こ と ば つか つか かた

が妥当か、今後の検討課題。
だ とう こ ん ご けんとうか だ い

○（発言）視覚障 害 者、盲は特に入れる必要はない。総論として統合教 育を原則とし、保護者
はつげん し か くしようがいしや もう とく い ひつよう そうろん とうごうきよういく げんそく ほ ご し や

や本人が望んだ場合には特別支援教 育を受けられるシステムをと書かれているので十 分。
ほんにん のぞ ば あ い とくべつ し え ん きよういく う か じゆうぶん

日盲連は統合教 育を文科省に要 求している。「１）目的」で「すべての障 害 者が基本的人権
にちもうれん とうごうきよういく もんかしよう ようきゆう もくてき しようがいしや きほんてきじんけん

の共 有主体であること及びその権利の実現のためには自立と社会参加に向けた支援が必要」
きようゆうしゆたい およ け ん り じつげん じ り つ しやかい さ ん か む し え ん ひつよう

とあるが、社会参加の権利を保障するための支援でなければならない。「10）施策の基本
しやかい さ ん か け ん り ほしよう し え ん し さ く き ほ ん

方針」にある「地域生活が営むことができるよう配慮」は、地域生活を営む権利を保障する
ほうしん ち い き せいかつ いとな はいりよ ち い き せいかつ いとな け ん り ほしよう

ための合理的配慮となるべき。また、障 害 者や当事者の意見が施策に十 分に反映されるよ
ごうりてき はいりよ しようがいしや とうじしや い け ん し さ く じゆうぶん はんえい

う、決定過程の参加を明確にすべき。「２）労働及び雇用」の【労働の多様な就 労の場及び必要
けつていか てい さ ん か めいかく ろうどうおよ こ よ う ろうどう た よ う しゆうろう ば およ ひつよう

な仕事の確保】で、障 害 者の自営や起業に対する支援も記述されるべき。
し ごと か く ほ しようがいしや じ え い きぎよう たい し え ん きじゆつ

○（発言）「１）地域生活支援」が筆頭に入っていることは評価したい。「10）施策の基本
はつげん ち い き せいかつ し え ん ひつとう はい ひようか し さ く き ほ ん

方針」にもあるが、【支給決定の仕組み】で「障 害の種類や程度をベース」としてしまうと、社会
ほうしん しきゆうけつてい し く しようがい しゆるい て い ど しやかい

モデルへの転換を議論してきたことが台無しだ。「心身の状 態あるいは障 害の特性に必要な
てんかん ぎ ろ ん だいな しんしん じようたい しようがい とくせい ひつよう

配慮をしながら」としてほしい。「２）労働及び雇用」で求 職に関わる必要な措置を講じる
はいりよ ろうどうおよ こ よ う きゆうしよく かか ひつよう そ ち こう

ことも必要。また、合理的配慮や支援を得ながら働くことができるような支援としてほしい。
ひつよう ごうりてきはいりよ し え ん え はたら し え ん

「３）教 育」では分離教 育制度から転換し、子ども同士のつながりを障 害のない子どもと
きよういく ぶ ん り きよういく せ い ど てんかん こ ど う し しようがい こ

同程度にするように交 流及び共 同学 習の実施方法を見直すこと。「５）障 害原因の予防」
どうていど こうりゆうおよ きようどうがくしゆう じ つ し ほうほう みなお しようがいげんいん よ ぼ う

にある治療やそれに類似した行為は「４）健康、医療」で整理すべき。５）では障 害がある状 態
ちりよう る い じ こ うい けんこう いりよう せ い り しようがい じようたい

でどのように地域で暮らせるかという早期支援が主なテーマ。「６）精神障 害 者に係る地域
ち い き く そ う き し え ん おも せいしんしようがいしや かか ち い き

移行の促 進と医 療における適 正手続の確保」で精神保健福祉法の廃止も含めた改正を
い こ う そくしん いりよう てきせい てつづき か く ほ せいしん ほ け ん ふくしほう は い し ふく かいせい

読み取れるようにすべき。
よ と

○（発言）社会モデルを軸としつつも医療モデル的考え方を排除しないというのが推進会議
はつげん しやかい じく いりよう てきかんが かた はいじよ すいしん か い ぎ

での合意点ではないか。「障 害の程度、種別による制度の谷間をなくす」という趣旨を外して
ごういてん しようがい て い ど しゆべつ せ い ど た に ま し ゆ し はず

しまうと問題がクローズアップされない。社会モデル的な観点だけで軽度の難 聴 者が救 済
もんだい しやかい てき かんてん け い ど なんちようしや きゆうさい

されるか疑問だ。障 害が早期発見されることで、早期の支援が受けられるという趣旨のこと
ぎ も ん しようがい そ う き はつけん そ う き し え ん う し ゆ し

が書かれているが、発見の次は支援ではなく早期治療だろう。
か はつけん つぎ し えん そ う きちりよう
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○（発言）障 害の種類や状 態を踏まえることは必要だが、「障 害 者に関する施策は、障 害
はつげん しようがい しゆるい じようたい ふ ひつよう しようがいしや かん し さ く しようがい

の種類及び程度をベースとしながら」というのは問題だ。今まで障 害の種類や程度によって、
しゆるいおよ て い ど もんだい いま しようがい しゆるい て い ど

「重度だから施設」などと施策が分けられてきた。また、早期発見の後、治療も含めて支援
じゆうど し せ つ し さ く わ そ う き はつけん あと ちりよう ふく し え ん

としてはどうか。発見の後で治療よりも発達支援が必要な場合などを考えると、早期発見の次
はつけん あと ちりよう はつたつし え ん ひつよう ば あ い かんが そ う きはつけん つぎ

は必ず早期治療と言えるだろうか。
かなら そ う きちりよう い

○（発言）障 害の種類や状 態を踏まえるという意味であれば了 解だ。難 聴 者の場合は障 害
はつげん しようがい しゆるい じようたい ふ い み りようかい なんちようしや ば あい しようがい

の程度によって福祉サービスから排除されてきた現実があるので、障 害の程度の問題はクロ
て い ど ふ く し はいじよ げんじつ しようがい て い ど もんだい

ーズアップしたい。

○（発言）障 害の種類や程度をベースにしてきたことで、軽度の難 聴 者や軽度の知的障 害 者
はつげん しようがい しゆるい て い ど け い ど なんちようしや け い ど ち て きしようがいしや

を排除してきた歴史があるので、種類や程度という言葉は注意をして使いたいという思いだ。
はいじよ れきし しゆるい て い ど こ と ば ちゆうい つか おも

解決したい内容は一致している。
かいけつ ないよう い つち

○（藤井議長代理）支援は包括概念で、早期支援の中に早期治療の意味も入るという点はど
ふ じ い ぎちよう だ い り し え ん ほうかつがいねん そ う き し え ん なか そ う き ちりよう い み はい てん

うか。

○（発言）了 解。
はつげん りようかい

○（発言）総合福祉部会で支給決定と相談支援の作業チームでの検討が進行中なので、支給
はつげん そうごう ふ く し ぶ か い しきゆうけつてい そうだん し え ん さぎよう けんとう しんこうなか しきゆう

決定の仕組みについて拘束される表 現は避けてほしい。「障 害の種類や程度をベースにしな
けつてい し く こうそく ひようげん さ しようがい しゆるい て い ど

がら」という表 現は社会モデルではなく、障 害の種類や程度によってこれだけの支援が支給
ひようげん しやかい しようがい しゆるい て い ど し えん しきゆう

されると勘違いされる危険がある。これが「障 害種別の違いにより支給が受けられないなど
かんちが き け ん しようがいしゆべつ ちが しきゆう う

の制度的な格差が生じる」ことにつながっている。
せいどてき か く さ しよう

○（発言）総合福祉部会の作業チームで議論をまとめつつある。作業チームの方向性が拘束
はつげん そうごう ふ く し ぶ か い さぎよう ぎ ろ ん さぎよう ほうこうせい こうそく

されないよう、特に支給決定の仕組みのところは配慮する必要がある。
とく しきゆうけつてい し く はいりよ ひつよう

○（発言）「１）地域生活支援」という表 題を「地域生活の保障」にしてほしい。財政面も
はつげん ち い き せいかつ し え ん ひようだい ち い き せいかつ ほしよう ざいせいめん

含め施策を具体化すべき。地域生活に向けて自立の在り方は、本人の意向を尊 重しつつ、通 常
ふく し さ く ぐ た い か ち い きせいかつ む じ り つ あ かた ほんにん い こ う そんちよう つうじよう

の生活形態である自宅や賃貸住 宅での生活を目 標にして滞在型や常時支援型、24時間介助
せいかつけいたい じ た く ちんたいじゆうたく せいかつ もくひよう たいざいがた じようじ し え んがた じ か んかいじよ

を確保すべきで、グループホームやケアホームはその過渡的段階と位置づけられる。そのため
か く ほ か と て き だんかい い ち

にエンパワーメントを中 心とする当事者主体の相談支援体制が不可欠。「４）健康、医療」
ちゆうしん とうじしやしゆたい そうだん し え ん たいせい ふ か け つ けんこう いりよう

で、難 病等の希少疾患が取り残されないよう、先端医療分野の治療を、財政的措置も
なんびよう とう きしよう しつかん と のこ せんたん いりよう ぶ ん や ちりよう ざいせいてき そ ち

含めて書き込んでほしい。推進会議の認識だけでなく基本法へ盛り込むべき観点にも入れて
ふく か こ すいしん か い ぎ にんしき きほんほう も こ かんてん い

ほしい。重度障 害 者が訪問医療で治療できない場合は、慣れたヘルパーを使いながら入 院
じゆうどしようがいしや ほうもんいりよう ちりよう ば あ い な つか にゆういん
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できるようにすべき。

○（発言）「１）地域生活支援」では、国や自治体が地域生活の権利に係る施策の実施義務を規定
はつげん ち い きせいかつし え ん くに じ ち た い ち い きせいかつ け ん り かか し さ く じ つ し ぎ む き て い

すべきということ、本人の家族依存からの脱 却、家族支援の必要性が重 要。利用者負担に
ほんにん か ぞ く い そ ん だつきやく か ぞ く し え ん ひつようせい じゆうよう りようしや ふ た ん

ついては応益負担を廃止し、負担が求められる場合も応能負担を原則とすること、また世帯
おうえき ふ た ん は い し ふ た ん もと ば あ い おうのう ふ た ん げんそく せ た い

単位ではなく個人単位とすることが重 要だ。地域移行に向けてのグループホーム、ケアホー
た ん い こ じ ん た ん い じゆうよう ち い き い こ う む

ムとあるが、これは住 宅の確保の機能の問題だ。日 中活動の場を加えた上で、地域生活の体制
じゆうたく か くほ き の う もんだい につちゆうかつどう ば くわ うえ ち いきせいかつ たいせい

を確保すべきと整理してほしい。
か くほ せ い り

○（発言）基本法が権利に関する基本的な施策であることを踏まえ、各 条 項、各則に権利規定
はつげん きほんほう け ん り かん きほんてき し さく ふ かくじようこう かくそく け んり き て い

を設けるべき。障 害の状 態に応じて教 育を受けるというのは分離の根拠になるから、この
もう しようがい じようたい おう きよういく う ぶ ん り こんきよ

文言は削除し、インクルーシブ教 育を受ける権利を第１項に設けてほしい。権利条 約は
もんごん さくじよ きよういく う け ん り だい こう もう け ん り じようやく

合理的配慮と必要な支援でニーズを充 足する 形 で統一してきたので同様にすべき。当該
ごうりてき はいりよ ひつよう し え ん じゆうそく かたち とういつ どうよう とうがい

障 害 者に必要な合理的配慮と条 件整備をあわせて保障するべき。交 流及び共 同学 習は2
しようがいしや ひつよう ごうりてきはいりよ じようけん せ い び ほしよう こうりゆうおよ きようどうがくしゆう

004年の基本法改正時に、分離教 育とセットで挿 入された経過を踏まえるべきで、今後これ
ねん きほんほうかいせい じ ぶ ん り きよういく そうにゆう け い か ふ こ ん ご

を積 極 的に位置づけるのか検討すべき。リプロダクティブ・ヘルス・ライツは、家庭、家族
せつきよくてき い ち けんとう か て い か ぞ く

の支援といった項目で、権利条 約の規定に相応するような文言、条 文が加えられるべき。
し え ん こうもく け ん り じようやく き て い そうおう もんごん じようぶん くわ

第二次意見には新たに規定することだけではなく、現行法の中で削除する文言についても
だい に じ い け ん あら き て い げんこうほう なか さくじよ もんごん

盛り込んでほしい。
も こ

○（発言）「11）その他」【法制 上 の措置等】で基本法の目的を達成するために、差別禁止法制
はつげん た ほうせいじよう そ ち とう きほんほう もくてき たつせい さ べ つ き ん しほうせい

を含む必要な法制 上 の措置を講ずると書かれているが、その基本法は権利条 約の理念に
ふく ひつよう ほうせいじよう そ ち こう か きほんほう け ん り じようやく り ね ん

基づいて作られるという趣旨を盛り込むべきだ。
もと つく し ゆ し も こ

○（発言）「６）精神障 害 者に係る地域移行の促進と医療における適正手続の確保」につい
はつげん せいしんしようがいしや かか ち い き い こ う そくしん いりよう てきせいてつづき か く ほ

て。医療合同作業チームでは、精神保健福祉法を総合福祉法と医療法に包摂してそのほかに
いりようごうどうさぎよう せいしん ほ け ん ふくしほう そうごうふくしほう いりようほう ほうせつ

特別な手続法をつくるという意見と、精神の問題は精神関連の法律でやりたいという意見が
とくべつ てつづきほう い け ん せいしん もんだい せいしんかんれん ほうりつ い け ん

ある。当事者の委員は、精神に特化した法律はつくってほしくないとしている。非自発的入 院
とうじしや い い ん せいしん と つ か ほうりつ ひ じ は つ て きにゆういん

では、他のものとの平 等に基づく適正手続が必要。精神病 床削減の数値目 標を明示して
た びようどう もと てきせいてつづき ひつよう せいしんびようしようさくげん す う ち もくひよう め い じ

ほしい。精神保健福祉法等で精神保健福祉士の位置づけが明確にされ、研 修を受けた当事者
せいしん ほ け ん ふくしほうとう せいしん ほ け ん ふ く し し い ち めいかく けんしゆう う とうじしや

相談員は大きな 力 となり得るという観点から、その積 極 的な活用を図ることを位置づけて
そうだんいん おお ちから え かんてん せつきよくてき かつよう はか い ち

ほしい。相談支援において当事者がPSW等の専門家の下に敷かれる関係ではなく、当事者が 私
そうだんし え ん とうじしや とう せんもんか した し かんけい とうじしや わたし

たちのことを 私 たち抜きに決めないでという根拠がほしい。平成14年の障 害 者基本計画に
わたし ぬ き こんきよ へいせい ねん しようがいしや き ほ ん けいかく

基づく重 点施策実施5か年計画で、退院可能な約72000人の社会的入 院患者の解 消を目指す
もと じゆうてんし さ く じ つ し ねんけいかく たいいんか の う やく にん しやかいてきにゆういんかんじや かいしよう め ざ

とされたが、これは社会的入 院 者数であり、ベッドを何 床 にするという目 標を示したもの
しやかいてきにゆういんしやすう なんしよう もくひよう しめ

ではない。
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○（発言）「15）政治参加」では、条 件整備は難しいが、選挙権に加えて被選挙権も入れる
はつげん せ い じ さ ん か じようけん せ い び むずか せんきよけん くわ ひせんきよけん い

べきだ。「４ 推進体制」について、市町村では、監視よりも検 証、評価という言葉がよい。
すいしんたいせい しちようそん か ん し けんしよう ひようか こ と ば

名 称について、都道府県の場合は地方障 害 者政策委員会がよいが、市町村は地域障 害 者
めいしよう と ど う ふ け ん ば あ い ち ほ う しようがいしやせいさく いいんかい しちようそん ち い き しようがいしや

政策委員会がよいのではないか。ナショナルミニマムとして国が進める障 害 者施策で、地域
せいさくいいんかい くに すす しようがいしや し さ く ち い き

で委員会をつくる場合には、法律で必置であれば、市町村は条 例ではなく規則で積 極 的に
いいんかい ば あ い ほうりつ ひつち しちようそん じようれい き そ く せつきよくてき

設置ができる。構成メンバー等については地域の実 情に応じた柔 軟な対応をしつつ実効性
せ つ ち こうせい とう ち い き じつじよう おう じゆうなん たいおう じつこうせい

が上げられるのではないか。市町村に置くこうした委員会の権能としては「監視」より「監視
あ しちようそん お いいんかい けんのう か ん し か ん し

（モニタリング）」という表 現がよい。
ひようげん

○（発言）「10）ユニバーサルデザイン」の内容を「11）公 共 的施設のバリアフリー化」に含め
はつげん ないよう こうきようてきし せ つ か ふく

て、11）を「バリアフリー化」としてはどうか。銀行のＡＴＭのタッチパネルを視覚障 害 者
か ぎんこう し か く しようがいしや

が使えないと例が出ているが、視覚障 害 者用のＡＴＭカードで使えるようになったと聞いた。
つか れい で し かくしようがいしやよう つか き

また、例にあるレストランのメニュー等の点字版をつくるのはユニバーサルデザインではない
れい とう て ん じばん

のではないか。単に製品だけではなく広く環 境、計画及びサービスの設計などについてもユ
たん せいひん ひろ かんきよう けいかくおよ せつけい

ニバーサルデザインの考え方が必要とあるが、これはメインストリーミング化やインクルージ
かんが かた ひつよう か

ョンの問題だ。ユニバーサルデザインは例示が不足しているので項目としては外し、アクセシ
もんだい れ い じ ふ そ く こうもく はず

ビリティー化やバリアフリー化に加えてはどうか。
か か くわ

○（発言）全体を通じて支援については人的支援が中 心で、それを補完する意味での技術的
はつげん ぜんたい つう し え ん じんてき し え ん ちゆうしん ほ か ん い み ぎじゆつてき

な支援や物理的な支援についての検討が少ない。ユニバーサルデザインがそういうものの１つ
し え ん ぶつりてき し え ん けんとう すく

だ。支援機器等の技術研 究開発は進んでおり、それと無関係に障 害 者の支援はあり得ない
し え ん き き とう ぎじゆつけんきゆうかいはつ すす むかんけい しようがいしや し え ん え

ので、ユニバーサルデザインのところで書き込むべき。
か こ

○（発言）「８）相談等」で、「障 害 者の権利を尊 重しつつ」とあるが、まずは障 害 者の権利
はつげん そうだんとう しようがいしや け んり そんちよう しようがいしや け ん り

の尊 重ではなく擁護が必要だ。相談員は身分も地位も保障されておらず、ピアカウンセリン
そんちよう よ う ご ひつよう そうだんいん み ぶ ん ち い ほしよう

グについても障 害を持つ当事者が相談業務にあたり十 分な支援が受けられない。相談員が
しようがい も とうじしや そうだんぎようむ じゆうぶん し え ん う そうだんいん

障 害の特性を理解できない問題もあるので研 修体制も重 要だ。「13）スポーツ・文化」で、
しようがい とくせい り か い もんだい けんしゆうたいせい じゆうよう ぶ ん か

障 害 者の権利を確認するとあるが、障 害 者基本法の条 文ではどういう表 現になるのか。
しようがいしや け ん り かくにん しようがいしやきほんほう じようぶん ひようげん

スポーツや文化活動についての財政的な支援も入れる必要がある。
ぶ ん かかつどう ざいせいてき し え ん い ひつよう

○（発言）「14）所得保障」に「法定雇用率自体が一度も守られたためしがなく」とあるが、
はつげん しよとくほしよう ほうていこようりつ じ た い いち ど まも

「達成されたためしがない」とすべきだ。就 労継続支援Ｂ型事業の「月額工賃１万3,000
たつせい しゆうろうけいぞく し え ん がたじぎよう げつがくこうちん まん

円」という表記に「平均」と入れるべき。「家族に依存した生活」とあるが、家族に加えて公的扶助
えん ひようき へいきん い か ぞ く い そ ん せいかつ か ぞ く くわ こうてきふ じ よ

という表 現が入った方がよい。【公的年金制度改革における検討】にある「稼働所得の実態
ひようげん はい ほう こうてきねんきん せ い ど かいかく けんとう か ど う しよとく じつたい

を前提とする年金施策」の意味がわからない。「稼働所得とリンクした年金施策」という意味
ぜんてい ねんきん し さ く い み か ど う しよとく ねんきん し さ く い み
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か。

○（発言）「７）障害児支援」に、一般の子ども施策の中に障害児支援を規定し、その際、
はつげん しようがいじ し え ん いつぱん こ し さ く なか しようがいじ し え ん き て い さい

合理的配慮や必要な支援を講じることを入れるべき。「８）相談等」は表 題を「相談や権利
ごうりてき はいりよ ひつよう し え ん こう い そうだんとう ひようだい そうだん け ん り

擁護等」とし「本人中 心の支援」を書き、また相談活動によるエンパワーメント支援や障 害 者
よ う ごとう ほんにんちゆうしん し え ん か そうだんかつどう し えん しようがいしや

が地域で暮らすための社会資源の開発についても触れるべきだ。「９）住 宅」で、福祉的借
ち い き く しやかい し げ ん かいはつ ふ じゆうたく ふくしてきか

り上げ賃貸などの手法も含めて多様な住まい方 支援が必要。「11）公 共 的施設のバリアフリ
あ ちんたい しゆほう ふく た よ う す かた し え ん ひつよう こうきようてき し せ つ

ー化」の表 題に「交通移動の確保」を追加し、切れ目のない多様な交通移動手段の確保がで
か ひようだい こうつう い ど う か く ほ つ い か き め た よ う こうつう い ど う しゆだん か く ほ

きる措置を講ずるとすべき。「４ 推進体制」で、政策委員会を市町村でも必置にした上で、国
そ ち こう すいしんたいせい せいさくいいんかい しちようそん ひつち うえ くに

のレベルでは監視を明確に打ち出すべき。
か んし めいかく う だ

○（発言）「４ 推進体制」にある政策委員会は権利条 約に基づいた施策の監視をするので、
はつげん すいしんたいせい せいさくいいんかい け ん りじようやく もと し さ く か ん し

障 害 者権利委員会という名 称にすべき。また政策委員会は市町村でも必置にすべき。ほと
しようがいしや け ん り いいんかい めいしよう せいさくいいんかい しちようそん ひつち

んどの業務を市町村が担っているので、必置にしないと格差が一層できる。地域移行の問題
ぎようむ しちようそん にな ひつち か く さ いつそう ち い き い こ う もんだい

も格差がないよう監視する必要がある。所 掌事務については、中 央と地方の障 害権利委員会
か くさ か ん し ひつよう しよしよう じ む ちゆうおう ち ほ う しようがいけ ん り いいんかい

の役割分担を踏まえつつ、勧告権限を付与することなども検討すべき。
やくわりぶんたん ふ かんこくけんげん ふ よ けんとう

○（発言）実効性のある推進体制が重 要。国は政策委員会から意見や具申があった場合に、
はつげん じつこうせい すいしんたいせい じゆうよう くに せいさくいいんかい い け ん ぐ し ん ば あ い

しかるべき期間内に応答義務があると書き加えることはできないか。基本法で国と地方公 共
き か んない おうとう ぎ む か くわ きほんほう くに ち ほ う こうきよう

団体の責務を書くとしても、それを根拠に裁判 上 、国や自治体の責任を問えないのではない
だんたい せ き む か こんきよ さいばんじよう くに じ ち た い せきにん と

か。

○（発言）市町村の政策委員会の委員構成は障 害当事者の意見が反映されるよう障 害当事者
はつげん しちようそん せいさくいいんかい い い んこうせい しようがいとうじしや い け ん はんえい しようがいとうじしや

が２分の１以 上 を占めるようにしてほしい。「８）相談等」では、都道府県が指定する相談
ぶん い じよう し そうだんとう と ど う ふ け ん し て い そうだん

支援事業者の中に障 害 者自身が相談を行うものを位置付けてほしい。また、医療ケア等
し え ん じぎようしや なか しようがいしや じ し ん そうだん おこな い ち づ いりよう とう

に関する専門的ノウハウを持つ障 害当事者団体を相談支援事業者として位置づけてほしい。
かん せんもんてき も しようがいとうじしやだんたい そうだん し え ん じぎようしや い ち

「７）障害児支援」の【障害児及び家族への支援】については、医療の発展で重度の障 害を持っ
しようがいじし え ん しようがいじおよ か ぞ く し え ん いりよう はつてん じゆうど しようがい も

た子どもが増えているが母親が育てる自信を持てないため、親のいない重度の障害児が増えて
こ ふ ははおや そだ じ し ん も おや じゆうど しようがいじ ふ

いる現 状を踏まえるべきだ。
げんじよう ふ

○（発言）「４ 推進体制」について、権利条 約35 条 に基づく国連の委員会への報告が
はつげん すいしん たいせい け ん り じようやく じよう もと こくれん いいんかい ほうこく

義務付けられるが、この基本法は内閣所 掌の法律なので、政策委員会は行 政の一部になる。
ぎ む づ きほんほう ないかくしよしよう ほうりつ せいさくいいんかい ぎようせい い ち ぶ

この場合、国の報告に対して推進会議がモニタリングや提言などをできるのか。
ば あ い くに ほうこく たい すいしんか い ぎ ていげん

○（ 東 室 長）これまでの仕組みの中でこういう委員会ができた場合、どういう関係性を持つ
ひがししつちよう し く なか いいんかい ば あ い かんけいせい も

のかまで検討していない。意見を出してほしい。
けんとう い け ん だ
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○（発言）障 害のある子どもを権利の主体と考えると、「７）障害児支援」の表 題は「障 害
はつげん しようがい こ け ん り しゆたい かんが しようがいじし え ん ひようだい しようがい

のある子ども」か「障害児」が望ましい。「12）情 報アクセス・コミュニケーション保障」
こ しようがいじ のぞ じようほう ほしよう

で「多くの障 害 者が必要な言語又はコミュニケーション手段を使用することに困難を抱えて
おお しようがいしや ひつよう げ ん ご また しゆだん し よ う こんなん かか

いる」とあるが、「・・・困難を経験している」とする方が、特定の障 害 者個人の問題とい
こんなん けいけん ほう とくてい しようがいしや こ じ ん もんだい

う誤解を避けることができる。「13）文化・スポーツ」で、「官民の施設整備やスポーツ大会等
ご かい さ ぶ ん か かんみん し せ つ せ い び たいかいとう

の運営に当たって合理的配慮が行われるように・・」とあるが、全般的なバリアフリー整備
うんえい あ ごうりてき はいりよ おこな ぜんぱんてき せ い び

と個人への合理的配慮という２段構えにした方が明確だ。「17）国際協 力」について、アジ
こ じ ん ごうりてきはいりよ だんがま ほう めいかく こくさいきようりよく

ア太平洋以外の地域との国際協 力もわかるようにすべき。また、あらゆる国際協 力事業
たいへいよう い が い ち い き こくさいきようりよく こくさいきようりよくじぎよう

について障 害 者が参加者及び受益者となり得るようにすべき。
しようがいしや さんかしやおよ じゆえきしや え

○（発言）「12）情 報アクセス・コミュニケーション保障」で、情 報バリアフリーではなく情 報
はつげん じようほう ほしよう じようほう じようほう

アクセスとなったので評価したい。【必要とする言語及び多様なコミュニケーション手段の
ひようか ひつよう げ ん ご およ た よ う しゆだん

利用】で、コミュニケーション支援と情 報アクセスの項目は切り分けてほしい。情 報アク
り よ う し え ん じようほう こうもく き わ じようほう

セスについて、国及び地方公 共団体は事業者が障 害 者に障 害のない人と同等の情 報を
くにおよ ち ほ う こうきようだんたい じぎようしや しようがいしや しようがい ひと どうとう じようほう

提 供できるよう必要な施策を講ずるとなっているが、国、地方自治体、事業者のいずれも責務
ていきよう ひつよう し さ く こう くに ち ほ う じ ち た い じぎようしや せ き む

がある。

○（発言）「４ 推進体制 １）組織」で国の政策委員会の構成は障 害当事者を過半数とす
はつげん すいしんたいせい そ し き くに せいさくいいんかい こうせい しようがいとうじしや かはんすう

るとし、地方でも同様にしてほしい。「２）所 掌事務」で政策委員会の勧告に強 制 力を持た
ち ほ う どうよう しよしよう じ む せいさくいいんかい かんこく きようせいりよく も

せるため、勧告を受けた側が応答することを義務づけ、地方も同様にしてほしい。また、
かんこく う がわ おうとう ぎ む ち ほ う どうよう

障 害 者基本計画の作成に関する意見具申を行うことも明確に入れてほしい。必要な情 報
しようがいしや き ほ ん けいかく さくせい かん い け ん ぐ し ん おこな めいかく い ひつよう じようほう

収 集と調査、審議及び監視、モニタリングに必要な体制の整備を行わなければならないと
しゆうしゆう ちようさ し ん ぎ およ か ん し ひつよう たいせい せ い び おこな

明確にしてほしい。
めいかく

○（発言）総則だけでなく各則についても障 害のある女性を入れたいと発言したところ、4名
はつげん そうそく かくそく しようがい じよせい い はつげん めい

の委員から御賛同いただいた。
い いん ごさんどう

○（ 東 室 長）「相談」で権利擁護という言葉を使うべきとの意見があるが、これは擁護され
ひがししつちよう そうだん け ん り よ う ご こ と ば つか い け ん よ う ご

る側と擁護する側というように、これまでの推進会議の議論とは外れた言葉ではないか。成年
がわ よ う ご がわ すいしん か い ぎ ぎ ろ ん はず こ と ば せいねん

後見制度も他人がその人の最大の利益を考えることが権利擁護という考え方だ。どう考える
こうけん せ い ど た に ん ひと さいだい り え き かんが け ん り よ う ご かんが かた かんが

か。

○（発言）アドボカシーの訳語を権利支援とすべきだったのに権利擁護としたため、中身と齟齬
はつげん や く ご け ん り し え ん け ん り よ う ご な か み そ ご

が起きている。
お
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○（発言）民間機関、例えば日弁連などと、国や地方公 共団体の役割を同視してはいけない。
はつげん みんかん き か ん たと にちべんれん くに ち ほ うこうきようだんたい やくわり ど う し

国及び公 共団体の責務は権利の保障で、民間機関による支援は権利擁護でもよい。
くにおよ こうきようだんたい せ き む け ん り ほしよう みんかんき か ん し え ん け ん り よ うご

○（発言）アドボケイトの訳は行 政の場合は権利保障で、当事者の場合は権利主 張がよい。
はつげん やく ぎようせい ば あ い け ん りほしよう とうじしや ば あ い け ん りしゆちよう

○（発言）権利擁護は後見人のことだけではなく、障 害 者の自己主 張やエンパワーメント
はつげん け ん り よ う ご こうけんにん しようがいしや じ こ しゆちよう

への支援も含んでいる。また、国は本人がエンパワーメントできるような相談や権利擁護の
し え ん ふく くに ほんにん そうだん け ん り よ う ご

仕組みをつくるべきで、表 題は「相談」ではなく「相談や権利擁護」がよい。
し く ひようだい そうだん そうだん け ん り よ う ご

○（発言）モニタリング機関が政府から独立していたら、期間内に満足な回答が得られなか
はつげん き か ん せ い ふ どくりつ き か ん ない まんぞく かいとう え

った場に国連に報告することにもなり、政府との距離が近ければ政府が報告することにもなる。
ば こくれん ほうこく せ い ふ き より ちか せ い ふ ほうこく

○（発言）内閣府は政府の中であっても、各 省 庁の関係では一定の距離を置いて統括的に処理
はつげん ないかくふ せ い ふ なか かくしようちよう かんけい いつてい き より お とうかつてき し よ り

する関係に立つから、関係省 庁に対して勧告権限を持つ。今回も監視委員会が内閣府に設置
かんけい た かんけいしようちよう たい かんこくけんげん も こんかい か ん し いいんかい ないかくふ せ つ ち

されることで勧告権限を持つだろう。応答義務は勧告に対する回答や、何を実施したかとい
かんこくけんげん も おうとう ぎ む かんこく たい かいとう なん じ つ し

う報告義務の 形 になるのではないか。
ほうこく ぎ む かたち

○（発言）「Ⅱ．「障 害」の表記」について、自治体などからの要望、特に精神障 害の当事者
はつげん しようがい ひようき じ ち た い ようぼう とく せいしんしようがい とうじしや

の関係から要望が強いということで、第二次意見に入れてほしい。国会でも「障 碍」や
かんけい ようぼう つよ だい に じ い け ん い こつかい しようがい

「障がい」を使うことを検討すべき等の議論がたびたびなされており、議論の概要も紹 介し
しよう つか けんとう とう ぎ ろ ん ぎ ろ ん がいよう しようかい

つつ国会の動きを示すことが必要。表 現の自由、選択の自由という点から「碍」も使えるよ
こつかい う ご き しめ ひつよう ひようげん じ ゆ う せんたく じ ゆ う てん がい つか

うにすることは推進会議全体の了 解がほぼ得られた事項ではないか。
すいしんか い ぎぜんたい りようかい え じ こ う

議事 報告等
ぎ じ ほうこくとう

１ 地域フォーラム
ち い き

○（発言）熊本フォーラムについて～差別をなくすための条 例づくりを熱心にやっており、
はつげん くまもと さ べ つ じようれい ねつしん

差別をなくすための条 例づくりの 話 が多かった。推進会議への期待も多いと感じた。
さ べ つ じようれい はなし おお すいしんか い ぎ き たい おお かん

○（発言）香川フォーラムについて～11月21日に高松で開催。参加者は約130名。スポーツ、
はつげん か が わ がつ にち たかまつ かいさい さんかしや やく めい

まちづくり、特に第一次意見の実行可能性、第二次意見を含めた財源確保に関する質問があ
とく だいいち じ い け ん じつこう かのうせい だい に じ い け ん ふく ざいげん か く ほ かん しつもん

った。

○（発言）北海道フォーラムについて～北海道では、会 場に300人。最後の方は今日の会議
はつげん ほつかいどう ほつかいどう かいじよう にん さ い ご ほう き よ う か い ぎ

みたいに時間を過ぎてしまって、本当に盛り上がった。
じ か ん す ほんとう も あ

○（ 東 室 長）熊本は条 例制定が進んでおり、最 終 的には当日300を超えた。千葉県の動き
ひがししつちよう くまもと じようれいせいてい すす さいしゆうてき とうじつ こ ち ば け ん うご
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が大きな影 響を与えている。北海道では、会 場から多くの発言をいただいた。
おお えいきよう あた ほつかいどう かいじよう おお はつげん

２ わかりやすい第一次意見をつくる作業チーム
だいいち じ い け ん さぎよう

○（発言）第一次意見をまとめてきた。今日を含めて10回、行った。次に第二次意見を２月
はつげん だいいち じ い け ん き よ う ふく かい おこな つぎ だい に じ い け ん がつ

までの短い時間でまとめていかなければならない。是非、「わかりやすいチーム」に参加をし
みじか じ か ん ぜ ひ さ ん か

てほしい。

○（発言）２月の地域フォーラムに間に合うよう第二次意見のわかりやすいバージョンをつく
はつげん がつ ち い き ま あ だい に じ い け ん

りたい。「わりやすい第一次意見をつくる作業チーム」は解散し、新たに「わかりやすい第二
だいいち じ い け ん さぎよう かいさん あら だい に

次意見をつくる作業チーム」を始める。第一次意見をつくったときの反省点等も含め相談し
じ い け ん さぎよう はじ だいいち じ い け ん はんせいてんとう ふく そうだん

ていきたい。


