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「ピープルファーストジャパン」は、社会生活 上 の困難を抱える当事者の権利を守る
しやかいせいかつじよう こんなん かか とう じ しや けん り まも

ため、知的なハンディを持つ仲間たちを 中 心に活動する当事者の組織です。
ち てき も なか ま ちゆうしん かつどう とう じ しや そ しき

「障 害者自立支援法」の制定へ向けた厚生委員会で、会 長 の小田島栄一がヒヤリング
しようがいしや じ りつ し えんほう せいてい む こうせい い いんかい かいちよう お だ じまえいいち

の場で発言しました。
ば はつげん

奈良県の「大橋製作所事件」、札幌の「三 丁目 食 堂事件」など、私たちの仲間が 虐 待
な ら けん おおはしせいさくしよ じ けん さつぽろ さんちよう め しよくどう じ けん わたし なか ま ぎやくたい

され、権利を侵害される事件が全国各地で後を絶ちません。特に知的なハンディのある仲間
けん り しんがい じ けん ぜんこくかく ち あと た とく ち てき なか ま

たちが学校、就 労、施設の現場で虐 待・差別を受け続けています。
がつこう しゆうろう し せつ げん ば ぎやくたい さ べつ う つづ

かつて福岡県の「カリタスの事件」が起きたときに、厚生労働 省 と話し合いをしました
ふくおかけん じ けん お こうせいろうどうしよう はな あ

が、それでも解決できませんでした。どうしたら 虐 待をなくせるのか、真剣に話し合い仲間
かいけつ ぎやくたい しんけん はな あ なか ま

たちの人権がしっかりと守られる法律が必要です。
じんけん まも ほうりつ ひつよう

また長妻厚生労働大臣が「 障 害者自立支援法を廃止する」と発 表 し、これからの 障
ながつまこうせいろうどうだいじん しようがいしや じ りつ し えんほう はい し はつぴよう しよう

害者施策をどうしていくか検討が始まると聞いています。「自立支援法」以降、特に 障 害
がいしや し さく けんとう はじ き じ りつ し えんほう い こう とく しようがい

の重い人たちの暮らしが脅 かされています。
おも ひと く おびや

私 たちはこの点がどう見直されていくのか、とても心配しています。。
わたし てん み なお しんぱい

私 たちは、以下の質問をしますので、この点について 話 をしてください。
わたし い か しつもん てん はなし

話し合いを希望する日 １１月９日(月)午後か１０日(火)午前･午後
はな あ き ぼう にち がつ にち げつ ご ご にち か ご ぜん ご ご

時間はお任せします。
じ かん まか

場所 厚生労働省 のどこか可能な場所
ば しよ こうせいろうどうしよう か のう ば しよ

よろしくご検討ください。
けんとう

土 本 委 員 追 加 提 出 資 料３
つちもといいんついかていしゅつしりょう



質問したいこと
しつもん

（１）労働の場における人権侵害事件について
ろうどう ば じんけんしんがい じ けん

【質問１】三 丁 目 食 堂、大橋製作所事件が起きた原因はどこにあると 考 えています
しつもん さんちよう め しよくどう おおはしせいさくしよ じ けん お げんいん かんが

か？

【質問２】大橋事件民事訴 訟 で、国(労働 局 )の代理人は、以下のように述べています。
しつもん おおはし じ けんみん じ そ しよう くに ろうどうきよく だい り にん い か の

① 知的障 害者だからといって特別の配慮を 行 う法的義務はない
ち てきしようがいしや とくべつ はいりよ おこな ほうてき ぎ む

『なお、原告らは、労働者が知的 障 害者である場合、労基法違反等の行為があ
げんこく ろうどうしや ち てきしようがいしや ば あい ろう き ほう い はんとう こう い

っても、加害者に対し、適切な手段を行使して自 らこれを 中 止させたり、この
か がいしや たい てきせつ しゆだん こう し みずか ちゆう し

ような行為を他人に正確に説明して救 済を求める能力 にも乏しいことから、労
こう い た にん せいかく せつめい きゆうさい もと のうりよく とぼ ろう

働基 準 監督署は、個々の労働者における知的および精神労働者の雇用の有無の
どう き じゆんかんとくしよ こ こ ろうどうしや ち てき せいしんろうどうしや こ よう う む

把握に努めるとともに、障 害者が雇用されている事業 場 については、 障害者
は あく つと しようがいしや こ よう じ ぎようじよう しようがいしや

を雇用していない事 業 場 以上 に 注 意して当該事業 場 の監督に当たり、現に、
こ よう じ ぎようじよう い じよう ちゆう い とうがい じ ぎようじよう かんとく あ げん

労基法違反の事実がある場合には、その権限を行使して、かつ関係諸機関と連携
ろう き ほう い はん じ じつ ば あい けんげん こう し かんけいしよ き かん れんけい

して、その 救 済を図るべき義務があるとも主 張 するが、（訴 状 ２４ページ）、
きゆうさい はか ぎ む しゆちよう そ じよう

労働基準 関係法規において、事業 場 への監督等について、知的 障 害者を特別
ろうどう き じゆんかんけいほう き じ ぎようじよう かんとくとう ち てきしようがいしや とくべつ

に取り扱 う旨の規定はなく、原告らの主 張 に法的根拠がないことを付言する。』
と あつか むね き てい げんこく しゆちよう ほうてきこんきよ ふ げん

被告国第１ 準 備書面（平成２１年５月１９日）１４ページ
ひ こくくにだい じゆん び しよめん へいせい ねん がつ にち

ア．これは厚生労働省 としての正式見解ですか？
こうせいろうどうしよう せいしきけんかい

イ．知的 障 害者が労働の現場で、単独で自分の権利を守ることはとても難 しいことは、
ち てきしようがいしや ろうどう げん ば たんどく じ ぶん けん り まも むずか

数々の事件が示しています。労働基準 監督署がやらないのであれば、誰がやるのですか？
かずかず じ けん しめ ろうどう き じゆんかんとくしよ だれ

② 人権侵害全般は労働基 準 監督署の義務ではない
じんけんしんがいぜんぱん ろうどう き じゆんかんとくしよ ぎ む

『原告らは、「 上 記 調 査および定期監査が 行 われていれば、その 強 大な権限
げんこく じよう き ちよう さ てい き かん さ おこな きようだい けんげん

により、大橋製作所における労働基準 法違反状 態等の人権侵害が是正され、そ
おおはしせいさくしよ ろうどう き じゆんほう い はんじようたいとう じんけんしんがい ぜ せい

の後の被害の拡大を防ぐことができたことは明らかである。」などとも主 張 し
ご ひ がい かくだい ふせ あき しゆちよう

（訴 状 ２５ページ）、人権侵害全般に関わる指導についても労働基 準 監督署の
そ じよう じんけんしんがいぜんぱん かか し どう ろうどう き じゆんかんとくしよ

義務であるかのように主 張 しているため、念のために述べるが、そもそも、労
ぎ む しゆちよう ねん の ろう

働基 準 監督署は、憲法２７ 条 に基づく労基法を施行する同法９７ 条 に定める
どう き じゆんかんとくしよ けんぽう じよう もと ろう き ほう し こう どうほう じよう さだ

機関であり、同法９９ 条 の権限を行使するものであって、人権侵害全般に対す
き かん どうほう じよう けんげん こう し じんけんしんがいぜんぱん たい

る是正等については、そもそもその権限を有するものではないから、上 記（１）
ぜ せいとう けんげん ゆう じよう き

ア①の権限の存在という前提となる要件を欠いており、したがって、原告らの主
けんげん そんざい ぜんてい ようけん か げんこく しゆ

張 する権限の不行使が違反となる余地はない。』
ちよう けんげん ふ こう し い はん よ ち

被告国第１ 準 備書面（平成２１年５月１９日）１８ページ
ひ こくくにだい じゆん び しよめん へいせい ねん がつ にち

『（１）権限の不行使が国賠法 上 の「違法」と 評 価される場合について
けんげん ふ こう し こくばいほうじよう い ほう ひよう か ば あい

ア 権限の不行使という不作為が国賠法１ 条 １項の適用 上 「違法」とされるためには、
けんげん ふ こう し ふ さく い こくばいほう じよう こう てきようじよう い ほう



①当該公務員が権限を有し、②権限の不行使によって受ける国民の利益が国賠法 上 保
とうがいこう む いん けんげん ゆう けんげん ふ こう し う こくみん り えき こくばいほうじよう ほ

護されるべき利益である（反射的利益ではない）ことに加えて、③その権限不行使によっ
ご り えき はんしやてき り えき くわ けんげん ふ こう し

て損害を受けたと主 張 する特定の国民との関係において、当該公務員が 職 務 上 の
そんがい う しゆちよう とくてい こくみん かんけい とうがいこう む いん しよく む じよう

権限を行使すべき法的義務（作為義務）が認められ、その作為義務に反してその 職 務行為
けんげん こう し ほうてき ぎ む さく い ぎ む みと さく い ぎ む はん しよく む こう い

を 行 わなかったという関係が存在することが必要である（後掲最高裁平成７年６ 月２
おこな かんけい そんざい ひつよう こうけいさいこうさいへいせい ねん がつ

３日第二 小 法 廷 判決に関する山 下郁夫・最高 裁判所判例 解説民事編 平成 七年度
にちだい に しようほうていはんけつ かん やましたいく お さいこうさい はんれいかいせつみん じ へんへいせいしちねん ど

（下）５９７ページ参 照 ）。』
した さんしよう

被告国第１ 準 備書面（平成２１年５月１９日）１５ページ
ひ こくくにだい じゆん び しよめん へいせい ねん がつ にち

ア．これは厚生労働省 としての正式見解ですか？
こうせいろうどうしよう せいしきけんかい

イ．労働基準 監督署は、知的障 害者の人権侵害を見て見ぬふりをするということです
ろうどう き じゆんかんとくしよ ち てきしようがいしや じんけんしんがい み み

か？

ウ．労働基準 監督署がやらないのであれば、誰がやるのですか？
ろうどう き じゆんかんとくしよ だれ

【質問３】今後どうやって 虐 待をなくしていくか、考 えを聞かせてください。
しつもん こん ご ぎやくたい かんが き

（２） 重 度の人の地域生活の支援について
じゆう ど ひと ち いきせいかつ し えん

障 害者自立支援法は「重 度の人たちの暮らしは国が責任を持つ」と言っていましたが、
しようがいしや じ りつ し えんほう じゆう ど ひと く くに せきにん も い

その中身は「費用の削減」「支給 量 の削減」で、地域の暮らしを支えていません。
なか み ひ よう さくげん し きゆうりよう さくげん ち いき く ささ

【質問１】市 町 村の財政難で、２４時間介護が必要な人たちの介護の時間が削られて
しつもん し ちようそん ざいせいなん じ かんかい ご ひつよう ひと かい ご じ かん けず

います。国が定めた「国庫負担基 準 額」は 上 限設定ではないと厚生労働 省 は言ってき
くに さだ こつ こ ふ たん き じゆんがく じようげんせつてい こうせいろうどうしよう い

ましたが、実際には多くのところで削減されています。
じつさい おお さくげん

どれぐらいの市 町 村で２４時間介護が必要な人たちの介護の時間が削減されているか、
し ちようそん じ かんかい ご ひつよう ひと かい ご じ かん さくげん

現 状 を把握していますか？
げんじよう は あく

【質問２】大阪や和歌山市、札幌市などでは、２４時間介護を必要とする人たちが「生
しつもん おおさか わ か やま し さつぽろ し じ かんかい ご ひつよう ひと い

きる権利」を求めて市に対して 行政訴 訟を起こしています。
けん り もと し たい ぎようせい そ しよう お

しかし札幌市は「 障 害が重い人には訴 訟 を起こす能 力 がないから提訴そのものが無
さつぽろ し しようがい おも ひと そ しよう お のうりよく てい そ む

効」というとんでもない主張 までしています。
こう しゆちよう

『申 立人は、最高裁判所昭 和２９年６月１１日判決及び知能検査等について、
もうしたてにん さいこうさい しよう わ ねん がつ にちはんけつおよ ち のうけん さ とう

縷々主 張 するが、 申 立人が「ＩＱ４６で精神年齢が、８歳２ヶ月程度」「精神
る る しゆちよう もうしたてにん せいしんねんれい さい か げ つてい ど せいしん

遅滞中 度」とされていることは事実であり訴 訟 能力 を有しないといわざるを得
ち たいちゆう ど じ じつ そ しようのうりよく ゆう え

ない。』

札幌市での 行 政処分義務付請 求 民事訴 訟における
さつぽろ し ぎようせいしよぶん ぎ む つきせいきゆうみん じ そ しよう

札幌市の意見書（３）より抜粋（平成２１年８月２８日）
さつぽろ し い けんしよ ばつすい へいせい ねん がつ にち



重 度の人たちを支える仕組みを市 町 村に任せていたのでは、こういう事態が繰り返さ
じゆう ど ひと ささ し く し ちようそん まか じ たい く かえ

れます。国が全国一律で重 度の人たちの暮らしを支える仕組みが必要です。
くに ぜんこくいちりつ じゆう ど ひと く ささ し く ひつよう

厚生労働省 の 考 えを聞かせてください。
こうせいろうどうしよう かんが き


