
■第36回障がい者制度改革推進会議（2011年10月24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 がつ にち ぎ じ ようろく

【議事 現行の障 害 者基本計画について】
ぎ じ げんこう しょうがいしゃき ほ んけいかく

○（ 東 室 長）現行の障 害 者基本計画（以下、基本計画）は、平成15年度から平成24年度
ひがししつちょう げんこう しょうがいしゃき ほ んけいかく い か き ほ んけいかく へいせい ね ん ど へいせい ね ん ど

が計画期間なので、次の基本計画を策定する必要がある。新しく設置される障 害 者政策委員会
けいかくき か ん つぎ き ほ んけいかく さくてい ひつよう あたら せ っ ち しょうがいしゃせいさくいいんかい

（以下、政策委員会）で、詳 細は検討されるが、先行して準備の議論をしたい。現行の基本計画
い か せいさくいいんかい しょうさい けんとう せんこう じゅんび ぎ ろ ん げんこう き ほ んけいかく

の内容をどのように評価し、新たにどのような要素が必要かを検討する必要がある。
ないよう ひょうか あら よ う そ ひつよう けんとう ひつよう

国連では1975年に障 害 者の権利宣言が採択され、1981年を国際障 害 者年、1983年～1992年
こくれん ねん しょうがいしゃ け ん りせんげん さいたく ねん こくさいしょうがいしゃねん ねん ねん

を国連障 害 者の 十 年と定めた。これを受け、日本では1982年に障 害 者対策に関する長期
こくれんしょうがいしゃ じゅうねん さだ う に ほ ん ねん しょうがいしゃたいさく かん ちょうき

計画が、1993年には心身障 害 者対策基本法の改正により成立した障 害 者基本法に基づく10
けいかく ねん しんしんしょうがいしゃたいさくきほんほう かいせい せいりつ しょうがいしゃきほんほう もと

年の新長期計画が策定された。現行の基本計画は2002年に策定された2012年までの計画だ。
ねん しんちょうきけいかく さくてい げんこう き ほ んけいかく ねん さくてい ねん けいかく

これらの計画は10年の期間を前期と後期に分け、数値目 標を掲げた重 点施策実施5か年計画
けいかく ねん き か ん ぜ ん き こ う き わ す う ちもくひょう かか じゅうてんし さ く じ っ し ねんけいかく

を定めている。次の新しい計画は政策委員会の意見を踏まえて策定されることになる。
さだ つぎ あたら けいかく せいさくいいんかい い けん ふ さくてい

現行の基本計画は「はじめに」「Ⅰ基本的な方針」「Ⅱ重 点 的に取り組むべき課題」「Ⅲ
げんこう き ほ んけいかく きほんてき ほうしん じゅうてんてき と み か だ い

分野別施策の基本的方向」「Ⅳ推進体制等」の５つで構成されている。
ぶ ん やべつし さ く きほんてきほうこう すいしんたいせいとう こうせい

「はじめに」では、これまでの経緯を振り返り、前の計画がリハビリテーションとノーマラ
け い い ふ かえ まえ けいかく

イゼーションを理念としたことを継 承すると述べている。
り ね ん けいしょう の

「Ⅰ基本的な方針」では、計画の考え方と各分野に共 通する横断的視点を示している。
きほんてき ほうしん けいかく かんが かた かくぶんや きょうつう おうだんてきし てん しめ

横断的視点には①社会のバリアフリー化の推進、②利用者本位の支援、③障 害の特性を踏ま
おうだんてきし て ん しゃかい か すいしん りようしゃ ほ ん い し え ん しょうがい とくせい ふ

えた施策の展開、④総合的かつ効果的な施策の推進をあげている。
し さ く てんかい そうごうてき こうかてき し さ く すいしん

「Ⅱ重 点 的に取り組むべき課題」としては、①活動し参加する 力 の向 上（福祉用具等の
じゅうてんてき と み か だ い かつどう さ ん か ちから こうじょう ふ くし よ うぐとう

研 究開発やITの利用等）、②活動し参加する基盤の整備（住 宅等の基盤整備、家族支援、
けんきゅうかいはつ り よ うとう かつどう さ ん か き ば ん せ い び じゅうたくとう き ば ん せ い び か ぞ く し え ん

経済的自立への支援等）、③精神障 害 者施策の総合的な取組、④アジア太平洋地域における
けいざいてきじ り つ し えんとう せいしんしょうがいしゃし さ く そうごうてき とりくみ たいへいようち い き

域内協 力の強化をあげている。
いきないきょうりょく きょうか

以上を理解する上で次の２つの視点が重 要だ。一つは、障 害 者権利条 約（以下、権利
いじょう り か い うえ つぎ し てん じゅうよう ひと しょうがいしゃけ ん りじょうやく い か け んり

条 約）や昨年6月の閣議決定、今年改正された障 害 者基本法等を踏まえ、新しい基本計画
じょうやく さくねん がつ か く ぎけってい こ と しかいせい しょうがいしゃきほんほうとう ふ あたら き ほんけいかく

が今後の10年で達成しようとする課題や基本方向をどう設定するかという視点だ。このよう
こ んご ねん たっせい か だ い き ほ んほうこう せってい し て ん

な視点から、現行基本計画を吟味する必要がある。二つ目は、障 害 者基本法に基づく政策
し てん げんこうき ほんけいかく ぎ ん み ひつよう ふた め しょうがいしゃきほんほう もと せいさく

委員会が実施状 況をどのように監視するかという視点だ。監視に当たっては、各 省 庁や
いいんかい じ っ しじょうきょう か ん し し て ん か ん し あ かくしょうちょう

地方公 共団体のより具体的な計画とそれに基づく取組みを把握して調査、審議を行う必要が
ち ほ うこうきょうだんたい ぐたいてき けいかく もと とりく は あ く ちょうさ し ん ぎ おこな ひつよう

ある。だから、各 省 庁や地方公 共団体の計画や取組みに影 響を与える基本計画の記述は
かくしょうちょう ち ほ うこうきょうだんたい けいかく とりく えいきょう あた き ほ んけいかく きじゅつ

重 要だ。
じゅうよう

「はじめに」「Ⅰ基本的な方針」「Ⅱ重 点 的に取り組むべき課題」について
きほんてき ほうしん じゅうてんてき と み か だ い

○（発言）末尾の（ 注 ）に「リハビリテーション」の用語説明があり「ライフステージのす
はつげん ま つ び ちゅう よ う ごせつめい

べての段階において」とあるが、障 害 者は死ぬまでリハビリテーションをするということか。
だんかい しょうがいしゃ し
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○（発言）「Ⅱ重 点 的に取り組むべき課題」で「（活動し）参加する」とあるが、何に参加す
はつげん じゅうてんてき と み か だ い かつどう さ んか なに さ ん か

るのかが書かれていない。障 害 者が政策決定に参加することを明確に書くべきだ。
か しょうがいしゃ せいさくけってい さ ん か めいかく か

○（発言）基本計画の審議機関と検討の手順を教えていただきたい。障 害 者基本法では
はつげん き ほ んけいかく し ん ぎ き か ん けんとう てじゅん おし しょうがいしゃきほんほう

「選挙等における配慮」が新設されたし、地域移行について議論してきたので、新しく加え
せんきょとう はいりょ しんせつ ち い き い こ う ぎ ろ ん あたら くわ

るべき項目があるが、これについての議論はどこでされるのか。
こうもく ぎ ろ ん

○（ 東 室 長）新しく加えるべき項目については今日の第４コーナーで議論する。新しい
ひがししつちょう あたら くわ こうもく き ょう だい ぎ ろ ん あたら

基本計画は政策委員会で検討する。
き ほ んけいかく せいさくいいんかい けんとう

○（発言）新たな項目については、今日の第４コーナーで議論して構成についての意見を出す
はつげん あら こうもく き ょ う だい ぎ ろ ん こうせい い け ん だ

ことはできるが、その後どのように検討されるのかが見えない。基本計画は政策委員会で検討
ご けんとう み き ほ んけいかく せいさくいいんかい けんとう

するといっても、政策委員会はまだ設置されていない。基本計画の議論がいつ始まり、いつ確定
せいさくいいんかい せ っ ち き ほ んけいかく ぎ ろ ん はじ かくてい

するのかも含め、分からない。
ふく わ

○（ 東 室 長）新しい項目については今日の最後に議論する。今日は大枠の 話 だが、新しい項目
ひがししつちょう あたら こうもく き ょ う さ い ご ぎ ろん き ょ う おおわく はなし あたら こうもく

も含め基本計画については政策委員会で議論する。そのメンバーは推進会議がベースになる。
ふく き ほ んけいかく せいさくいいんかい ぎ ろ ん すいしんか い ぎ

基本計画を確定させる時期は決まっているので、それに間に合うよう議論する必要がある。
き ほ んけいかく かくてい じ き き ま あ ぎ ろ ん ひつよう

○（発言）基本計画を再検討する際に、これまで基本計画に則って実施された施策等を行 政
はつげん き ほ んけいかく さいけんとう さい き ほ んけいかく のっと じ っ し し さ くとう ぎょうせい

自体がどう評価しているのかは、素材として重 要だ。策定⇒実施⇒評価により見える点を次
じ た い ひょうか そ ざ い じゅうよう さくてい じ っし ひょうか み てん つぎ

の策定に生かすのが一般的な政策過程だ。
さくてい い いっぱんてき せいさくか て い

○（ 東 室 長）行 政による自己評価は障 害 者白書にも書かれており、この点も含め詳 細
ひがししつちょう ぎょうせい じ こ ひょうか しょうがいしゃはくしょ か てん ふく しょうさい

についての議論は来年度になる。
ぎ ろ ん らいねんど

○（発言）基本計画の年度毎の見直しはどのように行われ、この見直しと障 害 者白書の関係
はつげん き ほ んけいかく ね ん どごと み な お おこな み な お しょうがいしゃはくしょ かんけい

はどうなっているのか。今日は、現在の基本計画の項目の過不足や順 番、優先順位について
き ょ う げんざい き ほ んけいかく こうもく か ふ そ く じゅんばん ゆうせんじゅんい

議論するのか、それとも個別項目の実態について議論をするのか。「Ⅱ重 点 的に取り組むべ
ぎ ろ ん こ べ つこうもく じったい ぎ ろん じゅうてんてき と み

き課題 １活動し参加する 力 の向 上」とあり、障 害 者が 力 をつけて実施することが計画
か だい かつどう さ んか ちから こうじょう しょうがいしゃ ちから じ っし けいかく

であるというように読める点等、全体構成に違和感がある。
よ てんとう ぜんたいこうせい い わ か ん

○（藤井議長代理）過不足については、最後に議論する。今日は現在の基本計画の評価や到達点
ふ じ いぎちょうだ い り か ふ そ く さ い ご ぎ ろん き ょう げんざい き ほ んけいかく ひょうか とうたつてん

を深めたい。
ふか

○（ 東 室 長）基本計画の年度ごとの見直しと障 害 者白書の関係については、必要であれば
ひがししつちょう き ほ んけいかく ね ん ど み なお しょうがいしゃはくしょ かんけい ひつよう
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調べて報告したい。
しら ほうこく

○（発言）障 害 者基本法によると、基本計画は政策委員会の意見を聞いて政府がつくること
はつげん しょうがいしゃきほんほう き ほんけいかく せいさくいいんかい い け ん き せ い ふ

になっている。これまでの基本計画は部門ごと各 省が書いている印 象で、省 を超えて調 整
き ほ んけいかく ぶ も ん かくしょう か いんしょう しょう こ ちょうせい

されていないのではないか。新しい基本計画は従 来のつくり方ではなく、推進会議で議論し
あたら き ほ んけいかく じゅうらい かた すいしんか い ぎ ぎ ろ ん

てきたように幅広く省 庁の枠を越えてつくるのか。
はばひろ しょうちょう わく こ

○（ 東 室 長）基本的には政策委員会の結論をベースに閣議決定して頂くことになる。従 来
ひがししつちょう きほんてき せいさくいいんかい けつろん か く ぎけってい いただ じゅうらい

のように施策のリストのようなものを各 省 庁から出してもらい、それで決まるという一方的
し さ く かくしょうちょう だ き いっぽうてき

な 形 であるべきではない。ただし、ここでまとめた意見と実際の計画の 間 に格差が生じる
かたち い け ん じっさい けいかく あいだ か くさ しょう

状 況は予想できるので、その差をどのようにして埋めるのかが課題だ。
じょうきょう よ そ う さ う か だ い

○（発言）現在の基本計画の「４ アジア太平洋地域における域内協 力の強化」に「『び
はつげん げんざい き ほんけいかく たいへいようち い き いきないきょうりょく きょうか

わこミレニアムフレームワーク』の推進に貢献し・・」とあるが、十 年の後半でこの点が著し
すいしん こうけん じゅうねん こうはん てん いちじる

く弱まった。また現行の基本計画にはジェンダー、性別や女性という観点が抜けているので、
よわ げんこう き ほ んけいかく せいべつ じょせい かんてん ぬ

「横断的視点」に盛り込む必要がある。
おうだんてきし て ん さ こ ひつよう

○（発言）基本計画の基本方針として、障 害 者が社会のあらゆる活動に参加する共 生社会
はつげん き ほ んけいかく き ほ んほうしん しょうがいしゃ しゃかい かつどう さ んか きょうせいしゃかい

の実現を図るという趣旨が書かれているが、どの程度参加できるようになったのかのデータが
じつげん はか し ゅ し か て い ど さ ん か

必要だ。障 害 者の雇用実態がどう変化したか、外 出頻度は高まったか等、生活実態の変化
ひつよう しょうがいしゃ こ よ うじったい へ ん か がいしゅつひ んど たか とう せいかつじったい へ んか

に基づいて評価する新しい仕組みが必要だ。権利条 約が採択された後の基本計画なので、
もと ひょうか あたら し く ひつよう け んりじょうやく さいたく あと き ほ んけいかく

障 害のない市民との平 等という考え方に転換する必要がある。障 害のない市民と比べて、
しょうがい し み ん びょうどう かんが かた てんかん ひつよう しょうがい し み ん くら

就 労状 況・賃金・労働条 件はどうなっているのか、どのような分野が遅れているのか、
しゅうろうじょうきょう ちんぎん ろうどうじょうけん ぶ ん や おく

スポーツ・地域生活・住 宅・所得等の分野で総括し、状 況を変えていけるようなモニタリ
ち い きせいかつ じゅうたく しょとくとう ぶ ん や そうかつ じょうきょう か

ングの仕組みが必要だ。
し く ひつよう

○（発言）女性障 害 者について議論して頂きたい。基本計画をどのように活用すべきなのか
はつげん じょせいしょうがいしゃ ぎ ろ ん いただ き ほんけいかく かつよう

という視点が必要だ。計画は何をどこまで進めるかという目 標をもち、施策を進めるための
し て ん ひつよう けいかく なに すす もくひょう し さ く すす

ツールだ。政策を立案・実行する際に、このような評価や計画を役立てるよう監視が必要だ。
せいさく りつあん じっこう さい ひょうか けいかく や く だ か ん し ひつよう

○（発言）権利条 約や障 害 者基本法から見ると、ノーマライゼーションとリハビリテーシ
はつげん け ん りじょうやく しょうがいしゃきほんほう み

ョンという概念で組み立てられている基本計画は医学モデルに偏っている。多様性の尊 重及
がいねん く た き ほ んけいかく い がく かたよ たようせい そんちょうおよ

びインクルージョンを基本的な概念にしなければいけない。
きほんてき がいねん

「Ⅲ分野別施策の基本的方向」の「１啓発・広報」「２生活支援」「３生活環 境」「４
ぶ ん やべつし さ く きほんてきほうこう けいはつ こうほう せいかつし え ん せいかつかんきょう

教 育・育成」について
きょういく いくせい
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○（ 東 室 長）各論は８分野があるが、まず４分野の説明をする。「１ 啓発・広報」では、
ひがししつちょう かくろん ぶ ん や ぶ ん や せつめい けいはつ こうほう

①啓発・広報活動の推進、②福祉教 育等の推進、③公 共サービス従事者に対する障 害 者
けいはつ こうほうかつどう すいしん ふ く しきょういくとう すいしん こうきょう じゅうじしゃ たい しょうがいしゃ

理解の促進、④ボランティア活動の推進をあげている。「２ 生活支援」では、①利用者本位
り か い そくしん かつどう すいしん せいかつし え ん りようしゃ ほ ん い

の生活支援体制の整備、②在宅サービス等の充 実、③経済的自立の支援、④施設サービスの
せいかつし え んたいせい せ いび ざいたく とう じゅうじつ けいざいてきじ り つ し え ん し せ つ

再構築、⑤スポーツ、文化芸 術活動の振興、⑥福祉用具の研 究開発・普及促進と利用支援、
さいこうちく ぶ ん かげいじゅつかつどう しんこう ふ く し よ うぐ けんきゅうかいはつ ふきゅうそくしん り よ う し え ん

⑦サービスの質の向 上、⑧専門職 種の養成・確保をあげている。「３ 生活環 境」では、
しつ こうじょう せんもんしょくしゅ ようせい か く ほ せいかつかんきょう

①住 宅、建築物のバリアフリー化の推進、②公 共交通機関、歩行空間等のバリアフリー化等
じゅうたく けんちくぶつ か すいしん こうきょうこうつうき かん ほ こ うくうかんとう か とう

の推進、③安全な交通の確保、④防災、防犯対策の推進をあげている「４ 教 育・育成」
すいしん あんぜん こうつう か く ほ ぼうさい ぼうはんたいさく すいしん きょういく いくせい

では、①一貫した相談支援体制の整備、②専門機関の機能の充 実と多様化、③指導力の向 上
いっかん そうだんし え んたいせい せ い び せんもんき かん き の う じゅうじつ た よ う か しどうりょく こうじょう

と研 究の推進、④社会的及び職 業 的自立の促進、⑤施設のバリアフリー化の促進をあげ
けんきゅう すいしん しゃかいてきおよ しょくぎょうてきじ り つ そくしん し せ つ か そくしん

ている。

○（発言）現行の基本計画は2002年当時の制約を受けるため、インクルーシブの理念や差別禁止
はつげん げんこう き ほ んけいかく ねんと う じ せいやく う り ね ん さ べつ き ん し

の視点が欠けている。2007年の重 点施策5か年計画には「障 害を理由とした不当な差別的
し てん か ねん じゅうてんし さ く ねんけいかく しょうがい り ゆ う ふ と う さべつてき

取扱い等に対する救 済措置の整備」いう 形 でしか、差別の視点が位置付けられていない。ま
とりあつか とう たい きゅうさい そ ち せ い び かたち さ べ つ し て ん い ち づ

た、計画に基づき着 実に推進したこととして障 害 者自立支援法の制定や学校教 育 法の改正
けいかく もと ちゃくじつ すいしん しょうがいしゃじ りつ しえんほう せいてい がっこうきょういくほう かいせい

があがっているが、障 害 者自立支援法は自立生活にマイナスの影 響を与え、学校教 育 法は
しょうがいしゃじ り つ しえんほう じ り つせいかつ えいきょう あた がっこうきょういくほう

インクルーシブな教 育を後退させた。これを前向きに評価するのはおかしいのではないか。
きょういく こうたい まえむ ひょうか

数値目 標をどの程度具体化したのかという資料では、特別支援教 育コーディネーターの指名
す う ちもくひょう て い ど ぐ た い か しりょう とくべつし え んきょういく し め い

は70％台に達しているが、内実を点検していない。特別支援教 育の推進によって分離される
だい たっ ないじつ てんけん とくべつし え んきょういく すいしん ぶ ん り

傾向が強まっており、抜本的な見直しが必要だ。
けいこう つよ ばっぽんてき み な お ひつよう

○（発言）10年前に作られた現行の基本計画でも、精神障 害 者施策の充 実、社会的入 院
はつげん ねんまえ つく げんこう き ほ んけいかく せいしんしょうがいしゃし さ く じゅうじつ しゃかいてきにゅういん

の問題、当事者の相談支援体制等が掲げられているが、充 実されていない。関係省 庁がこ
もんだい とうじしゃ そうだんし え んたいせいとう かか じゅうじつ かんけいしょうちょう

れを評価し、何が問題なのかを踏まえて考える必要がある。このように充 実されていないの
ひょうか なに もんだい ふ かんが ひつよう じゅうじつ

は、制度が整備されていないためだ。社会的入 院については、退院促進といっても地域基盤
せ い ど せ い び しゃかいてきにゅういん たいいんそくしん ち いき き ば ん

ができていない。総合福祉部会の骨格提言が地域生活支援について述べていることを充 実す
そうごうふ く し ぶ か い こっかくていげん ち い きせいかつし えん の じゅうじつ

る必要がある。
ひつよう

○（発言）現行の基本計画は医療訓練モデルだ。「Ⅱ重 点 的に取り組むべき課題 １活動し
はつげん げんこう き ほんけいかく いりょうくんれん じゅうてんてき と み か だい かつどう

参加する 力 の向 上」に予防、医療、リハビリテーション等と書かれており、訓練で個人の 力
さ ん か ちから こうじょう よ ぼ う いりょう とう か くんれん こ じ ん ちから

を向 上させるということにつながるので、他の市民との平 等の下に社会参加する権利とい
こうじょう た し み ん びょうどう もと しゃかいさ ん か け ん り

った表記に変えるべきだ。「Ⅲ分野別施策の基本的方向 ２生活支援」について意見を述べる。
ひょうき か ぶ ん やべつし さ く きほんてきほうこう せいかつし え ん い け ん の

利用者本位という表 現は、本人主体又は本人中 心という表 現にして欲しい。ケアマネジメ
りようしゃ ほ ん い ひょうげん ほんにんしゅたいま た はほんにんちゅうしん ひょうげん ほ

ントの整備について「生活支援方策を中 心に」とあるが、「本人の自己決定を中 心に」等と
せ い び せいかつし え んほうさく ちゅうしん ほんにん じ こ けってい ちゅうしん とう

書くべきだ。相談についてはピアカウンセリングやピアサポートを含む表 現にして頂きたい。
か そうだん ふく ひょうげん いただ
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権利擁護は財産権問題を中 心にせずに、権利侵害に対応するため虐 待防止法を含む権利擁護
け ん り よ う ご ざいさんけんもんだい ちゅうしん け ん りしんがい たいおう ぎゃくたいぼうしほう ふく け んり よ う ご

システムを地域で導 入することを中 心に書いて欲しい。
ち い き どうにゅう ちゅうしん か ほ

○（発言）「Ⅲ分野別施策の基本的方向 ２生活支援」に「知的障 害 者本人や精神障 害 者本人
はつげん ぶ ん やべつし さ く きほんてきほうこう せいかつし え ん ち て きしょうがいしゃほんにん せいしんしょうがいしゃほんにん

の意見が適切に示され・・当事者による政策決定プロセスへの関与等を支援することを検討
い けん てきせつ しめ とうじしゃ せいさくけってい か ん よとう し え ん けんとう

する」とあり、これは評価できる。しかし内閣府ホームページによると、地方自治体のうち
ひょうか ないかくふ ち ほ う じ ち た い

障 害 者基本計画のための委員会等を置いているのは816で、大まかにいうと身体障 害 者は1
しょうがいしゃき ほ んけいかく いいんかいとう お おお しんたいしょうがいしゃ

つの委員会に2人参加しているのに対し、知的障 害 者は22自治体に1人、精神障 害 者は14
いいんかい ふたりさ んか たい ち て きしょうがいしゃ じ ち た い ひとり せいしんしょうがいしゃ

自治体に1人しかいない。どのように、参加の検討がされてきたのかを総括しなければならな
じ ち た い ひとり さ ん か けんとう そうかつ

い。当事者が 形 だけ委員に入ればいいということではないが、まずは参加もできていない
とうじしゃ かたち い い ん はい さ んか

状 況をどうにかしなければならない。
じょうきょう

○（発言）「Ⅱ重 点 的に取り組むべき課題 ３精神障 害 者施策の総合的な取組」に「精神
はつげん じゅうてんてき と み か だ い せいしんしょうがいしゃし さく そうごうてき とりくみ せいしん

障 害 者に係る保健・医療・福祉・・計画的な取組を促進する」とあるが、これでは精神
しょうがいしゃ かか ほ け ん いりょう ふ く し けいかくてき とりくみ そくしん せいしん

障 害 者は施策の対 象で、権利の主体になっていない。全体を通じて、ケアマネジメントと
しょうがいしゃ し さ く たいしょう け ん り しゅたい ぜんたい つう

いう文言は何カ所かあるがセフルマネジメントがないのはいかがなものか。「Ⅲ分野別施策の
もんごん なんかしょ ぶ ん やべつし さ く

基本的方向 ３生活環 境」の公 共交通機関に関わって、精神障 害はJRの運賃割引の対 象
きほんてきほうこう せいかつかんきょう こうきょうこうつうき かん かか せいしんしょうがい うんちんわりびき たいしょう

になっていない。

○（発言）2004年の精神保健医療福祉の改革ビジョンで社会的入 院は7.2万人だったが、資料
はつげん ねん せいしんほ け んいりょうふ く し かいかく しゃかいてきにゅういん まんにん しりょう

5「重 点施策実施5か年計画において数値目 標が設定された主な事項の進ちょく状 況」で
じゅうてんし さ く じ っ し ねんけいかく す う ちもくひょう せってい おも じ こ う しん じょうきょう

は退院可能な精神障 害 者は4.9万人（2007年）になっている。このようなデータは見たこと
たいいんか の う せいしんしょうがいしゃ まんにん ねん み

がない。数値目 標の設定に当たっては実態調査を行い、社会的入 院が人権侵害であるとい
す う ちもくひょう せってい あ じったいちょうさ おこな しゃかいてきにゅういん じんけんしんがい

う認識に立つ必要がある。訪問系サービスの提 供は目 標に対して半分しか伸びていないが、
にんしき た ひつよう ほうもんけい ていきょう もくひょう たい はんぶん の

日 中活動系サービスは既に達成している。このような数字のアウトプットではなく、地域生活
にっちゅうかつどうけい すで たっせい す う じ ち い きせいかつ

が実現しているのかを考え、そのために実態調査に基づく数値目 標を設定するべきだ。教 育
じつげん かんが じったいちょうさ もと す う ちもくひょう せってい きょういく

については、障 害 者基本法の改正を受けて、インクルーシブ教 育を基本計画の見直しに入れ
しょうがいしゃきほんほう かいせい う きょういく き ほんけいかく み なお い

る必要がある。「防災、防犯対策の推進」で、自力避難の困難な障 害 者への対応について書か
ひつよう ぼうさい ぼうはんたいさく すいしん じ りき ひ な ん こんなん しょうがいしゃ たいおう か

れているが、東日本大震災ではどうだっただろう。どうしてあのような状 況になったのか、
ひがしにほんだいしんさい じょうきょう

被災地の方をお招きし、ヒアリングをし、検 証して頂きたい。
ひ さ い ち ほう まね けんしょう いただ

○（発言）就 労については「施設サービスの再構築」と「雇用・就 業」で触れられている。
はつげん しゅうろう し せ つ さいこうちく こ よ う しゅうぎょう ふ

就 労合同作業チームの報告書では労働施策と福祉施策を一体的に展開するべきで、2つに
しゅうろうごうどうさぎょう ほうこくしょ ろうどうし さ く ふ くし し さ く いったいてき てんかい

分けるのはおかしいと提言した。第一次意見の「労働及び雇用」の課題は各 省がいつまでに
わ ていげん だいいちつぎい け ん ろうどうおよ こ よ う か だ い かくしょう

検討すると書いているが、政策委員会と各 省との関係を整理しなければ、政策委員会で検討
けんとう か せいさくいいんかい かくしょう かんけい せ い り せいさくいいんかい けんとう

しても各 省は関知しないということになり兼ねない。
かくしょう か ん ち か
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○（発言）精神医療の分野では人権が侵害されており、基本計画のような書き方では権利
はつげん せいしんいりょう ぶ んや じんけん しんがい き ほ んけいかく か かた け んり

条 約批准に当たっての人権の視点が欠落している。「Ⅱ重 点 的に取り組むべき課題 ２生活
じょうやくひじゅん あ じんけん し て ん けつらく じゅうてんてき と み か だ い せいかつ

支援」の「精神障 害 者施策の充 実」に「条 件が整えば退院可能な」とあるが、これは「入 院
し え ん せいしんしょうがいしゃし さ く じゅうじつ じょうけん ととの たいいんか のう にゅういん

の必要のない人は直ちに退院させる」とすべきだ。病 院から地域への移行の中 間に駆け込
ひつよう にん ただ たいいん びょういん ち い き い こ う ちゅうかん か こ

める仕組みがあれば、入 院しなくてもよくなる。東日本大震災で一番困難に直 面したのは、
し く にゅういん ひがしにほんだいしんさい いちばんこんなん ちょくめん

高齢者、障 害 者、乳幼児を連れた女性等だ。当事者しかわからない事が多いので、当事者が
こうれいしゃ しょうがいしゃ にゅうようじ つ じょせいとう とうじしゃ こと おお とうじしゃ

主体となり防災対策をつくるべきだ。
しゅたい ぼうさいたいさく

○（発言）資料５にある退院可能精神障 害 者が19年度で4.9万人という数字はおかしい。
はつげん しりょう たいいんか の うせいしんしょうがいしゃ ね ん ど まんにん す う じ

訪問系サービスを522万時間にするという数値目 標は重 要だが、実質的に伸びていない。数字
ほうもんけい まんじ か ん す うちもくひょう じゅうよう じっしつてき の す う じ

が若 干伸びているのでそれでよいというだけではなく、そのことで重度障 害 者が地域で暮ら
じゃっかんの じゅうどしょうがいしゃ ち い き く

せているのかという検 証が必要だが、それがされておらず問題だ。「Ⅱ重 点 的に取り組むべ
けんしょう ひつよう もんだい じゅうてんてき と み

き課題２生活支援」の「住 居の確保」で、重度障 害 者はグループホームや福祉ホームに入 居
か だい せいかつし え ん じゅうきょ か く ほ じゅうどしょうがいしゃ ふ く し にゅうきょ

すれば良いと読める箇所があるが、重度障 害があっても他の者と平 等になるように住む場所
よ よ か し ょ じゅうどしょうがい た もの びょうどう す ば し ょ

は本人が決めるという理念で、新たな基本計画の枠組みを作るべきだ。
ほんにん き り ね ん あら き ほ んけいかく わくぐ つく

○（発言）現行の基本計画ができた時点から変わらないのは盲ろう者のことだ。現行基本計画
はつげん げんこう き ほ んけいかく じ て ん か もう しゃ げんこうき ほ んけいかく

で視聴覚障 害 者という言葉があるが、これは盲ろう者ではない。「Ⅱ重 点 的に取り組むべき
しちょうかくしょうがいしゃ こ とば もう しゃ じゅうてんてき と み

課題 １活動し参加する 力 の向 上」でユニバーサルデザインについて触れているが、ユニバ
か だ い かつどう さ ん か ちから こうじょう ふ

ーサルデザイン仕様の金融機関のATMや駅の券売機は、盲ろう者は使えない。また、交通の安全
し よ う きんゆうき か ん えき けんばいき もう しゃ つか こうつう あんぜん

という観点が重 要で、ホームから転落する事故が起きていることから、可動式ホーム柵をつ
かんてん じゅうよう てんらく じ こ お かどうしき さく

くることも盛り込むべきだ。新しい基本計画には、社会背景を考えつつ正しい数値目 標や項目
さ こ あたら き ほ んけいかく しゃかいはいけい かんが ただ す うちもくひょう こうもく

を入れるべきだ。
い

「Ⅲ分野別施策の基本的方向」の「５雇用・就 業」「６保健・医療」「７情 報・コミュニケ
ぶ ん やべつし さ く きほんてきほうこう こ よ う しゅうぎょう ほ け ん いりょう じょうほう

ーション」「８国際協 力」について
こくさいきょうりょく

○（ 東 室 長）「５雇用・就 業」は「①障 害 者の雇用の場の拡大」では「ア障 害 者雇用率制度
ひがししつちょう こ よ う しゅうぎょう しょうがいしゃ こ よ う ば かくだい しょうがいしゃこようりつ せ い ど

を 柱 とした施策の推進」「イ障 害 者の能 力・特性に応じた職 域の拡大」「ウ障 害 者の働き
はしら し さ く すいしん しょうがいしゃ のうりょく とくせい おう しょくいき かくだい しょうがいしゃ はたら

やすい多様な雇用・就 業形態の促進」「エITを活用した雇用の促進」「オ障 害 者の雇用・
た よ う こ よう しゅうぎょうけいたい そくしん かつよう こ よ う そくしん しょうがいしゃ こ よ う

就 業を行う事業の活性化」「カ障 害 者の創 業・企業等の支援」に取り組むとしている。
しゅうぎょう おこな じぎょう かっせいか しょうがいしゃ そうぎょう きぎょうとう し え ん と み

「②総合的な支援施策の推進」では「ア保健福祉、教 育との連携を従事した職 業リハビリ
そうごうてき し え ん し さ く すいしん ほ け ん ふ く し きょういく れんけい じゅうじ しょくぎょう

テーションの推進」「イ雇用への移行を進める支援策の充 実」「ウ障 害 者の職 業能 力開発
すいしん こ よ う い こう すす しえんさく じゅうじつ しょうがいしゃ しょくぎょうのうりょくかいはつ

の充 実」「エ雇用の場における障 害 者の人権の擁護」について適切に対応することになって
じゅうじつ こ よ う ば しょうがいしゃ じんけん よ う ご てきせつ たいおう

いる。「６保健・医療」は「①障 害の原因となる疾病等の予防・治療」「②障 害に対する適切
ほ け ん いりょう しょうがい げんいん しっぺいとう よ ぼ う ちりょう しょうがい たい てきせつ

な保健・医療サービスの充 実」「③精神保健・医療施策の推進」「④研 究開発の推進」「⑤
ほ けん いりょう じゅうじつ せいしんほ け ん いりょうし さ く すいしん けんきゅうかいはつ すいしん
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専門職 員の養成・確保」について書かれている。「７情 報・コミュニケーション」について
せんもんしょくいん ようせい か く ほ か じょうほう

は「①情 報バリアフリー化の推進」「②社会参加を支援する情 報通信システムの開発・
じょうほう か すいしん しゃかいさ ん か し え ん じょうほうつうしん かいはつ

普及」「③情 報提 供の充 実」「④コミュニケーション支援体制の充 実」を促進することに
ふきゅう じょうほうていきょう じゅうじつ し え んたいせい じゅうじつ そくしん

なっている。「８国際協 力」については「①国際協 力等の推進」「②障 害 者問題に関す
こくさいきょうりょく こくさいきょうりょくとう すいしん しょうがいしゃもんだい かん

る国際的な取組への参加」「③情 報の提 供・収 集」「④障 害 者等の国際交 流の支援」が
こくさいてき とりくみ さ んか じょうほう ていきょう しゅうしゅう しょうがいしゃとう こくさいこうりゅう し え ん

ある。

○（発言）「７情 報・コミュニケーション」は人間にとって基本的でベースになる領 域なの
はつげん じょうほう にんげん きほんてき りょういき

で、生命維持と並ぶ基本的な問題として冒頭部分に位置づけ、細かな問題を各論で書くべき
せいめい い じ なら きほんてき もんだい ぼうとうぶ ぶ ん い ち こま もんだい かくろん か

だ。

○（発言）「５雇用・就 業」に関して発現する。基本方針を立てるにはまず現 状をどう認識
はつげん こ よ う しゅうぎょう かん はつげん き ほんほうしん た げんじょう にんしき

し、次にこれを改善するために何をするのかという順 番だ。雇用率制度は大企業を中 心に
つぎ かいぜん なに じゅんばん こようりつ せ い ど だいきぎょう ちゅうしん

うまくいっていると厚 労 省は言うが、2003年と2008年の厚 労 省による実態調査を見ると雇用
こうろうしょう い ねん ねん こうろうしょう じったいちょうさ み こ よ う

されている障 害 者は約50万人から約45万人に減っており、そのために何をすべきかについて
しょうがいしゃ やく まんにん やく まんにん へ なに

は現行の計画では触れられていない。実態調査によるデータから、雇用率や雇用条 件等の面
げんこう けいかく ふ じったいちょうさ こようりつ こ よ うじょうけんとう めん

での障 害のある人とない人のギャップを把握し、これを縮めるために何をしければいけない
しょうがい ひと ひと は あ く ちぢ なに

かを明らかにする必要がある。現行の基本計画にはこうした観点が欠落しており、次回の計画
あき ひつよう げんこう き ほ んけいかく かんてん けつらく じ かい けいかく

ではこの弱 点を埋めて欲しい。
じゃくてん う ほ

○（発言）「６保健・医療」には、障 害 者のエンパワーメントと関係ないものも含んでいる
はつげん ほ け ん いりょう しょうがいしゃ かんけい ふく

ので変えるべきだ。「８国際協 力」はアジア太平洋についてのみ書かれているが、今後は
か こくさいきょうりょく たいへいよう か こ んご

世界全般を対 象とするべきだ。障 害 者団体等の国際交 流を冒頭に書くべきだ。
せ か いぜんぱん たいしょう しょうがいしゃだんたいとう こくさいこうりゅう ぼうとう か

○（発言）「８国際協 力」について、2002年に始まった障 害 者権利条 約の策定過程で、日本
はつげん こくさいきょうりょく ねん はじ しょうがいしゃけ ん りじょうやく さくていか て い に ほ ん

は積 極 的に参加した。これを引き続き発展させることが課題だ。しかし、今、開かれている
せっきょくてき さ ん か ひ つづ はってん か だ い いま ひら

国連総会で障 害 者問題について議論が行われているが、障 害 者権利条 約のモニタリングを
こくれんそうかい しょうがいしゃもんだい ぎ ろ ん おこな しょうがいしゃけ ん りじょうやく

する障 害 者の権利委員が年2回、1週 間ずつしか開かれていないため各国の報告書を審査す
しょうがいしゃ け ん り い い ん ねん かい しゅうかん ひら かっこく ほうこくしょ し ん さ

る時間が不足していることから、２週 間にしようという提案に対して、日本政府は消 極 的
じ かん ふ そ く しゅうかん ていあん たい に ほん せ い ふ しょうきょくてき

だという情 報だ。またミレニアム開発目 標の次の目 標の議論について来年の国連総会の
じょうほう かいはつもくひょう つぎ もくひょう ぎ ろ ん らいねん こくれんそうかい

冒頭でハイレベルミーティングを開く動きがあるが、これについても日本政府は消 極 的だと
ぼうとう ひら うご に ほ ん せ い ふ しょうきょくてき

いう情 報がある。
じょうほう

○（発言）尊厳死問題は今後の大きな課題だ。尊厳死は必要だと言う議論の背景にはピータ
はつげん そんげん し もんだい こ ん ご おお か だい そんげん し ひつよう い ぎ ろん はいけい

ー・シンガーの生命倫理の問題がある。遷延性意識障 害、ALS、重 症心身障害児者が増えて
せいめいり ん り もんだい せんえんせいい し きしょうがい じゅうしょうしんしんしょうがいじもの ふ

おり、この人達を無視した政策にならないよう、「６保健・医療」で担保しなければならない。
にんたち む し せいさく ほ け ん いりょう た んぽ
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○（発言）障 害 者基本法に障害児が地域の身近なところで療 育等を受けられるようにとあ
はつげん しょうがいしゃきほんほう しょうがいじ ち い き み ぢ か りょういくとう う

るが、「６保健・医療」にはその視点が全く欠けている。地域の中で障 害のない子ども
ほ け ん いりょう し てん まった か ち い き なか しょうがい こ

と共に育つための療 育を保障するという視点を盛り込んで頂きたい。
とも そだ りょういく ほしょう し て ん さ こ いただ

○（発言）「６保健・医療」には精神障 害について細かく書いているが、内容は医療モデル
はつげん ほ け ん いりょう せいしんしょうがい こま か ないよう いりょう

だ。「イ精神疾患の早期発見・治療」で精神科救 急システムを確立するとあるが、人権的
せいしんしっかん そ う きはっけん ちりょう せいしんかきゅうきゅう かくりつ じんけんてき

な視点から適正な手続がとられるかどうかが問題になる。精神医療審査会の機能の充 実を
し てん てきせい てつづき もんだい せいしんいりょうしんさかい き の う じゅうじつ

促すとあるが、この審査会は全く機能しておらず、人権を担保するためには弁護士等が病 院
うなが しんさかい まった き の う じんけん た ん ぽ べ ん ご し とう びょういん

に立ち入って人権を確保できるようなシステムが必要だ。難 病の方たちの生活の質の改善を
た い じんけん か く ほ ひつよう なんびょう かた せいかつ しつ かいぜん

どのように担保するのかも書くべきだ。今の精神科医療の状 況の原因は政策のつくり方に
た ん ぽ か いま せいしんかいりょう じょうきょう げんいん せいさく かた

ある。ライシャワー事件の際に、これへの対応を民間病 院に託したのが間違いだった。憲法
じ け ん さい たいおう みんかんびょういん たく ま ちが けんぽう

で保障されている人権、自由を担保するには公的な病 院で対応するべきだったが、民間に委
ほしょう じんけん じ ゆ う た ん ぽ こうてき びょういん たいおう みんかん い

託してしまったために人権とは別の経営の視点が入ってしまった。
たく じんけん べつ けいえい し て ん はい

○（発言）「６保健・医療 ③精神保健・医療施策の推進 イ精神疾患の早期発見・治療」
はつげん ほ け ん いりょう せいしんほ け ん いりょうし さ く すいしん せいしんしっかん そ う きはっけん ちりょう

にEMB（根拠に基づく医療）の推進と書かれているが、これはEMBが適切に行われていないこ
こんきょ もと いりょう すいしん か てきせつ おこな

との裏返しだ。医療の分野でこのようなことがあっていいのか。精神障 害 者の自立及び社会
うらがえ いりょう ぶ ん や せいしんしょうがいしゃ じ りつおよ しゃかい

参加のために精神保健福祉法を廃止し精神障 害 者を地域に戻した上で、医療基本法で患者の
さ ん か せいしんほ けん ふくしほう は い し せいしんしょうがいしゃ ち いき も ど し うえ いりょうきほんほう かんじゃ

人権を保障するべきだ。
じんけん ほしょう

○（発言）「５雇用・就 業」では雇用のことしか書かれていないが、視覚障 害 者の針、き
はつげん こ よ う しゅうぎょう こ よ う か し か くしょうがいしゃ はり

ゅう、マッサージ等自営も多く、そうした人たちへの支援が欠落している。厚生労 働 省は、
とうじ え い おお ひと し えん けつらく こうせいろうどうしょう

障 害別雇用率を調査しても発 表していないが、実態把握と問題分析のためには必要だ。
しょうがいべつこようりつ ちょうさ はっぴょう じったいは あく もんだいぶんせき ひつよう

「７情 報・コミュニケーション」では、情 報支援やコミュニケーションの保障として、内容
じょうほう じょうほうし え ん ほしょう ないよう

の位置づけ、定義づけ、守備範囲が明確ではない。視覚障 害 者や知的障 害 者の問題が落ちて
い ち て い ぎ し ゅ び は んい めいかく し か くしょうがいしゃ ち て きしょうがいしゃ もんだい お

いる。

分野の構成について、「Ⅳ推進体制等」について
ぶ ん や こうせい すいしんたいせいとう

○（ 東 室 長）各則は現行の基本計画では８分野だが、障 害 者基本法の改正によって
ひがししつちょう かくのり げんこう き ほ んけいかく ぶ ん や しょうがいしゃきほんほう かいせい

「療 育」「防災及び防犯」「消費者としての障 害 者」「選挙等における配慮」「司法手続きに
りょういく ぼうさいおよ ぼうはん しょうひしゃ しょうがいしゃ せんきょとう はいりょ し ほうて つづ

おける配慮」「国際協 力」が新設されており、これらを新たな基本計画でどう扱うか。また、
はいりょ こくさいきょうりょく しんせつ あら き ほ んけいかく あつか

療 育や防災のように、現行基本計画では項目はなくても触れている部分があるものはどうす
りょういく ぼうさい げんこうき ほ んけいかく こうもく ふ ぶ ぶ ん

るか等について議論していただきたい。「Ⅳ推進体制等」に関して、現行基本計画では「３計画
とう ぎ ろん すいしんたいせいとう かん げんこうき ほ んけいかく けいかく

の評価・管理」で、障 害 者施策推進本部が計画の点検、見直しを行うことが書かれているが、
ひょうか か ん り しょうがいしゃし さ くすいしんほ んぶ けいかく てんけん み なお おこな か

今後は政策委員会が監視することになる。監視、検 証、実態調査等も含め、推進体制と
こ ん ご せいさくいいんかい か ん し か ん し けんしょう じったいちょうさとう ふく すいしんたいせい
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併せて監視体制の在り方について議論して頂きたい。
あわ か ん したいせい あ かた ぎ ろ ん いただ

○（発言）東日本大震災の支援活動を通して感じたが、被災障 害 者の中には、福祉サービス
はつげん ひがしにほんだいしんさい し えんかつどう とお かん ひ さ いしょうがいしゃ なか ふ く し

を受ける権利があることを認識している人が少ない。福祉サービスを受けることは権利である
う け ん り にんしき にん すく ふ く し う け ん り

ことを学ぶ場についても政策の中に含めるべきだ。行 政は障 害 者に福祉サービスについて
まな ば せいさく なか ふく ぎょうせい しょうがいしゃ ふ く し

の情 報提 供をするだけで、福祉サービスを利用しなくても家族が守るという考え方が強い。
じょうほうていきょう ふ く し り よ う か ぞ く ま も る かんが かた つよ

障 害 者にアンケートを取ると、困っているがサービスは利用しないという回答が多い。遠慮
しょうがいしゃ と こま り よ う かいとう おお えんりょ

をして、自分だけ特別なサービスを受けて良いのかと考える障 害 者が多い。
じ ぶ ん とくべつ う よ かんが しょうがいしゃ おお

○（発言）「Ⅲ分野別施策の基本的方向 ２生活支援」は抜本的に見直すべきだ。推進会議で
はつげん ぶ ん やべつし さ く きほんてきほうこう せいかつし え ん ばっぽんてき み な お すいしんか い ぎ

重視してきたのは、障 害 者権利条 約第19 条 にある地域生活の権利とインクルーシブ社会の
じゅうし しょうがいしゃけ ん りじょうやくだい じょう ち い きせいかつ け ん り しゃかい

実現なので、こうした観点から基本計画を検討していただきたい。
じつげん かんてん き ほ んけいかく けんとう

○（発言）障 害 者基本法の改正で新設された各分野は、新しい基本計画の各則でも項目が必要
はつげん しょうがいしゃきほんほう かいせい しんせつ かくぶんや あたら き ほ んけいかく かくのり こうもく ひつよう

だ。加えて、「分け隔てなく」のように総則に新たに加えられた原則も基本計画に反映される
くわ わ へだ そうそく あら くわ げんそく き ほ んけいかく はんえい

べきだ。制度の谷間のない社会モデルに基づく障 害定義を踏まえ基本計画での難 病の扱い
せ い ど た に ま しゃかい もと しょうがいて い ぎ ふ き ほ んけいかく なんびょう あつか

を見直す等、全般的な見直しが必要だ。「横断的視点」で、建物、移動、情 報、制度、慣行、心理
み なお とう ぜんぱんてき み なお ひつよう おうだんてきし てん たてもの い どう じょうほう せ い ど かんこう し ん り

などの社会のバリアフリー化を推進するとして、障 害 者基本法の社会的障 壁に近い考え方
しゃかい か すいしん しょうがいしゃきほんほう しゃかいてきしょうへき ちか かんが かた

を示しているにもかかわらず、「Ⅱ重 点 的に取り組むべき課題」では障 害 者自身の「活動し
しめ じゅうてんてき と み か だ い しょうがいしゃじ し ん かつどう

参加する 力 の向 上」となっており、ずれている。原則に基づきどのように施策を展開して
さ ん か ちから こうじょう げんそく もと し さく てんかい

いくのか、どういう方向づけをするのかを議論したい。さらに、「障 害 者の社会参加を阻む
ほうこう ぎ ろ ん しょうがいしゃ しゃかいさ ん か はば

『欠格条 項』の見直しが行われた」とあるが、欠格条 項は過去の問題ではない。
けっかくじょうこう み な お おこな けっかくじょうこう か こ もんだい

○（発言）障 害のある女性について、改正障 害 者基本法と第二次意見を踏まえ、分野とし
はつげん しょうがい じょせい かいせいしょうがいしゃきほんほう だい に つぎい け ん ふ ぶ ん や

て基本計画で取り上げる必要がある。障 害 者自身が権利を主 張することに抵抗を示し、
き ほんけいかく と あ ひつよう しょうがいしゃじ し ん け んり しゅちょう ていこう しめ

又は権利があることを知らないため、権利条 約８ 条 「意識の向 上」を受けて子どもの頃か
また け ん り し け ん りじょうやく じょう い し き こうじょう う こ ころ

ら権利の尊 重について適切に伝えられるよう、「Ⅲ分野別施策の基本的方向 １啓発・
け んり そんちょう てきせつ つた ぶ ん やべつし さ く きほんてきほうこう けいはつ

広報」をグレードアップする必要がある。東日本大震災を踏まえ、被災した障 害 者、特に
こうほう ひつよう ひがしにほんだいしんさい ふ ひ さ い しょうがいしゃ とく

放射能で汚染された福島の障 害のある人たちに関する総合的な取組みを重 点 的な項目に
ほうしゃのう お せ ん ふくしま しょうがい ひと かん そうごうてき とりく じゅうてんてき こうもく

入れる必要がある。
い ひつよう

○（発言）障害児支援を一つの分野として独立させて欲しい。総則に「差別の禁止」を設け、
はつげん しょうがいじし え ん ひと ぶ ん や どくりつ ほ そうそく さ べ つ き んし もう

合理的配慮がないことは差別であると意識して頂きたい。我が国では法律ができる前に
ごうりてきはいりょ さ べ つ い し き いただ わ が く に ほうりつ まえ

何らかの社会的認知が必要なので、基本計画で先行的にこれを盛り込んで頂きたい。
なん しゃかいてきに んち ひつよう き ほんけいかく せんこうてき も こ いただ

○（発言）精神障 害に関する施策が進んでいない現 状、障 害 者基本法で精神障 害が明示
はつげん せいしんしょうがい かん し さ く す す ん げんじょう しょうがいしゃきほんほう せいしんしょうがい めいじ
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されなかったこと、５大疾病の中に精神疾患が入ったこと等を踏まえ、精神障 害について
しっぺい なか せいしんしっかん はい とう ふ せいしんしょうがい

推進会議で議論を深める機会を設けて頂きたい。
すいしんか い ぎ ぎ ろ ん ふか き か い もう いただ

○（発言）分野別の各論に、意思決定支援を位置づけるべきではないか。障 害 者基本法や
はつげん ぶ ん やべつ かくろん い し けっていし え ん い ち しょうがいしゃきほんほう

総合福祉法の骨格提言でも、意思決定支援について述べられている。コミュニケーション支援
そうごうふくしほう こっかくていげん い し けっていし え ん の し え ん

とは深い関係があるのでそこに入れるか、新設が予想される成年後見等とも関連する。また
ふか かんけい い しんせつ よ そう せいねんこうけんとう かんれん

は、知的障 害 者への意思決定支援は身体障 害 者にとっての介護同様、地域生活上の基本的
ち て きしょうがいしゃ い し けっていし え ん しんたいしょうがいしゃ か い ごどうよう ち いきせいかつうえ きほんてき

な支援なので地域生活支援に位置付けるという方法もある。
し えん ち いきせいかつし え ん い ち づ ほうほう

○（発言）批准された後の障 害 者権利条 約の扱いはどうなるのか。自由権規約を盾に、
はつげん ひじゅん あと しょうがいしゃけ ん りじょうやく あつか じゆうけん き や く たて

精神保健福祉法の保護入 院は憲法違反でないかという裁判をしても門前払いとなり、現在は
せいしんほ け ん ふくしほう ほ ご にゅういん けんぽうい はん さいばん もんぜんばら げんざい

既に批准している条 約が直 接適用されることはない。
すで ひじゅん じょうやく ちょくせつてきよう

○（発言）障 害 者基本法３ 条 「地域社会における共 生等」を基本計画にどのように反映
はつげん しょうがいしゃきほんほう じょう ち い きしゃかい きょうせいとう き ほ んけいかく はんえい

するのか。定 量 的な評価は難しくとも、定性的な評価ができる文言にしないと理念だけにな
ていりょうてき ひょうか むずか ていせいてき ひょうか もんごん り ね ん

る。情 報・コミュニケーションは聴 覚障 害だけの問題ではないため、高い水 準で規定す
じょうほう ちょうかくしょうがい もんだい た か いすいじゅん き てい

る必要がある。
ひつよう

○（発言）現行の基本計画は縦割り行 政 的な色彩が強いため、わかりにくい部分がある。本人
はつげん げんこう き ほ んけいかく た て わ り ぎょうせいてき しきさい つよ ぶ ぶ ん ほんにん

の暮らしを中 心にして項目立てをする視点が必要で、その際、障 害 者基本法がベースにな
く ちゅうしん こうもくた し て ん ひつよう さい しょうがいしゃきほんほう

る。インクルージョンやエンパワーメントというキーワードは基本計画で使うべきだ。
き ほ んけいかく つか

○（藤井議長代理）JDFでは家族依存からどのように抜け出すのかという問題や、障 害 者
ふ じ いぎちょうだ い り か ぞ く い そ ん ぬ だ もんだい しょうがいしゃ

行 政組織や政策決定の在り方について、従 来から議論になっている。
ぎょうせいそ し き せいさくけってい あ かた じゅうらい ぎ ろん

○（発言）現在の基本計画や重 点施策は行 政が決めることになっているが、今後は政策委員会
はつげん げんざい き ほんけいかく じゅうてんし さ く ぎょうせい き こ ん ご せいさくいいんかい

が主体になるような政令をつくる必要がある。平成24年度で国の10年計画が終わるが、地域
しゅたい せいれい ひつよう へいせい ね んど くに ねんけいかく お ち い き

行 政でも25年度以降の計画がどうなるのかわからないという声をきく。平成24年度に政策
ぎょうせい ね ん ど い こ う けいかく こえ へいせい ね んど せいさく

委員会を立ち上げ次の計画について議論するというが、地域行 政はそれでは対応できない。
いいんかい た あ つぎ けいかく ぎ ろ ん ち い きぎょうせい たいおう

来年３月までの 間 に、政策委員会の枠組みをつくる必要があるのではないか。各 省 庁が現在
らいねん がつ あいだ せいさくいいんかい わくぐ ひつよう かくしょうちょう げんざい

バラバラに計画を作っているが、これを来年３月までに調 整する機能を現在の担当室が
けいかく つく らいねん がつ ちょうせい き の う げんざい たんとうしつ

担えるような仕組みが必要だ。
にな し く ひつよう

○（発言）障 害 者基本法の計画は政府が策定し、調査、審議、意見具申は障 害 者政策委員会
はつげん しょうがいしゃきほんほう けいかく せ い ふ さくてい ちょうさ し ん ぎ い け ん ぐ し ん しょうがいしゃせいさくいいんかい

が行う。そこに、本日の意見を反映していただきたい。
おこな ほんじつ い け ん はんえい
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○（発言）「Ⅳ推進体制等 １重 点施策実施計画」については、総合福祉部会の骨格提言が提案
はつげん すいしんたいせいとう じゅうてんし さく じ っ しけいかく そうごうふ く し ぶ か い こっかくていげん ていあん

している地域資源整備10か年戦 略を中 心に、前期と後期の重 点実施計画を構成して頂きた
ち い き し げん せ い び ねんせんりゃく ちゅうしん ぜ んき こ う き じゅうてんじ っ しけいかく こうせい いただ

い。「３計画の評価・管理」に関連して、実態調査を組み合わせて評価できる仕組みを自治体
けいかく ひょうか か んり かんれん じったいちょうさ く あ ひょうか し く じ ち た い

の協 力のもとでできるようにすべきだ。実態に基づく政策提言は重 要なので、「５調査
きょうりょく じったい もと せいさくていげん じゅうよう ちょうさ

研 究、情 報提 供」は総論や基本的視点と同じように前の方に置くべきだ。
けんきゅう じょうほうていきょう そうろん きほんてき し て ん おな まえ ほう お

○（発言）障 害のない市民との比較可能な障 害 者実態調査のデータを得るために、国民
はつげん しょうがい し み ん ひ か く か の う しょうがいしゃじったいちょうさ え こくみん

生活基礎調査や国勢調査に障 害の有無を問う設問を入れる方法があるが、国勢調査はかな
せいかつ き そ ちょうさ こくせいちょうさ しょうがい う む と せつもん い ほうほう こくせいちょうさ

りラフなため、フォローアップの調査をする必要がある。障 害 者福祉サービスを利用してい
ちょうさ ひつよう しょうがいしゃふ く し り よ う

る人の支給決定は全国の市町村が把握しているので、それをデータベース化しモニターとし
ひと しきゅうけってい ぜんこく しちょうそん は あ く か

て使うこともできる。
つか

○（発言）障 害 者に関連する法や制度、政策に関するモニタリングと政策提言を行っている
はつげん しょうがいしゃ かんれん ほう せ い ど せいさく かん せいさくていげん おこな

組織として、アメリカでは全米障 害 者評議会がある。この根拠法はリハビリテーション法だ。
そ し き ぜんべいしょうがいしゃひょうぎかい こんきょほう ほう

障 害の程度にかかわらず他の市民との平 等を保障するために、医療・保健、住 宅、雇用・
しょうがい て い ど た し みん びょうどう ほしょう いりょう ほ け ん じゅうたく こ よ う

就 労、年金、移動保障、レクリエーション、トレーニング、早期介 入と予防、教 育の９分野
しゅうろう ねんきん い ど うほしょう そ う きかいにゅう よ ぼ う きょういく ぶ ん や

を調べることになっている。日本の基本計画の項目にないのが住 宅だ。バリアフリーの問題
しら に ほん き ほ んけいかく こうもく じゅうたく もんだい

だけではなく、住 宅政策をどうすべきかを明確に位置づけて頂きたい。全米障 害 者評議会
じゅうたくせいさく めいかく い ち いただ ぜんべいしょうがいしゃひょうぎかい

の役割は、目 標に近づくための勧告と毎年の報告、報告を踏まえた新しい勧告をすることが
やくわり もくひょう ちか かんこく まいとし ほうこく ほうこく ふ あたら かんこく

基本的な役割だ。報告の際には全国の障 害 者団体の意見を反映しなければならない。更にそ
きほんてき やくわり ほうこく さい ぜんこく しょうがいしゃだんたい い け ん はんえい さら

の年の重 要項目について調査、報告する役割もあり、ハリケーン等の自然災害に関する詳 細
ねん じゅうようこうもく ちょうさ ほうこく やくわり とう し ぜ んさいがい かん しょうさい

な報告書や政策提言が出されている。我が国でも、このような委員会が展開できるようにし
ほうこくしょ せいさくていげん だ わ くに いいんかい てんかい

て頂きたい。
いただ

○（発言）基本計画の実効性を高めるために、計画に加えて５か年計画を策定する必要があ
はつげん き ほ んけいかく じっこうせい たか けいかく くわ ねんけいかく さくてい ひつよう

る。予算確保のためにも有効だ。条 約の批准の時期をどのように考えるのか。権利条 約を批准
よ さ ん か くほ ゆうこう じょうやく ひじゅん じ き かんが け んりじょうやく ひじゅん

することによって、明確にモニタリング機関として政策委員会が位置づけられ、機能が明確化
めいかく き か ん せいさくいいんかい い ち き の う めいかくか

される。すると、基本計画の書きぶりが変ってくるかもしれない。政府としての批准の見込み
き ほ んけいかく か かわ せ い ふ ひじゅん みこ

や、批准にむけての国内法整備とはどの程度までを指すのか、伺いたい。
ひじゅん こくないほうせいび て い ど さ うかが

○（発言）基本計画の実効度を高めるには、モニタリングの時に実際にどういうことが行わ
はつげん き ほ んけいかく じっこう ど たか とき じっさい おこな

れたかを定期的に報告させ、それに対してアドバイスする機能を障 害 者政策委員会の下に
ていきてき ほうこく たい き の う しょうがいしゃせいさくいいんかい もと

置くべきだ。男女共 同参画会議などが参考になる。
お だんじょきょうどうさんかくか い ぎ さんこう

○（ 東 室 長）精神障 害 者の課題について議論して欲しいという要望があったが、雇用分野
ひがししつちょう せいしんしょうがいしゃ か だ い ぎ ろ ん ほ ようぼう こ よう ぶ ん や

についても同じような意見を頂いている。推進会議で議論すべきか、政策委員会で行う方がよ
おな い け ん いただ すいしんか い ぎ ぎ ろ ん せいさくいいんかい おこな ほう
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いのか決断できていない。条 約の批准の時期について、質問があった。第一次意見を受けた
けつだん じょうやく ひじゅん じ き しつもん だいいちつぎい け ん う

閣議決定では、時期についてはふれていない。閣議決定された改革の行 程 表が基準になるが、
か く ぎけってい じ き か く ぎけってい かいかく こうていひょう きじゅん

政策委員会でも批准の時期について意見を出すことができるのではないか。
せいさくいいんかい ひじゅん じ き い け ん だ

【わかりやすい改正障 害 者基本法作業チームからの報告】
かいせいしょうがいしゃきほんほうさぎょう ほうこく

○（発言）わかりやすい改正障 害 者基本法作業チームは、第３回の作業チームの会合を札幌
はつげん かいせいしょうがいしゃきほんほうさぎょう だい かい さぎょう かいごう さっぽろ

でもった。本日は、第4回目の作業チームの会合をもったが、改正障 害 者基本法について第1
ほんじつ だい かい め さぎょう かいごう かいせいしょうがいしゃきほんほう だい

回目の読み合わせの段階だ。今年の障 害 者週 間までに、作成したい。
かい め よ あ だんかい こ と し しょうがいしゃしゅうかん さくせい


