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だい しょう しゃせ い どかいかくすいしんか い ぎ ねんさんがつ にち ぎ じ ようろく

議事 教 育
ぎ じ きょういく

１ 障 害 者基本法 教 育該当分
しょうがいしゃき ほ んほう きょういくがいとうぶん

、（障 害 者基本法の総則規定の中に、障 害 者の教 育の権利及び求められる教 育のあり方を
しょうがいしゃき ほ んほう そうそくき て い なか しょうがいしゃ きょういく け ん りおよ もと きょういく あ り か た

障 害 者の権利条 約に即して追加して規定すべきか、否か ）…主な書面意見
しょうがいしゃ け ん りじょうやく そく つ い か き て い いな おも しょめんい け ん

○多数は 総則に規定すべきとの意見 その他の意見として 各論で規定すべき 障 害 者基本法、 。 、 、
た す う そうそく き て い い け ん そ の た い け ん かくろん き て い しょうがいしゃき ほ んほう

の総則にどのような権利を規定するかをまずは整理検討すべき、障 害 者の教 育の特殊性が
そうそく け ん り き て い せ い りけんとう しょうがいしゃ きょういく とくしゅせい

強 調されるような書きぶりは避けるべき、との意見。
きょうちょう か さ い け ん

障 害 者基本法14 条 １項は 国及び地方公 共団体は 障 害 者が その年齢 能 力及び障 害（ 、「 、 、 、
しょうがいしゃき ほ んほう じょう こう くにおよ ち ほ うこうきょうだんたい しょうがいしゃ ねんれい のうりょくおよ しょうがい

の状 態に応じ 十 分な教 育が受けられるようにするため 教 育の内容及び方法の改善及び、 、
じょうたい おう じゅうぶん きょういく う きょういく ないようおよ ほうほう かいぜんおよ

充 実を図る等必要な施策を講じなければならない と支援をその 柱 にすえるが 合理的配慮。」 、
じゅうじつ はか とうひつよう し さ く こう し え ん はしら ごうりてきはいりょ

の規定は存在しない そこで 普通学校 普通学 級での合理的配慮 必要な支援についても規定。 、 、 、
き て い そんざい ふ つ うがっこう ふ つ うがっきゅう ごうりてきはいりょ ひつよう し え ん き て い

するべきか、否か ）…主な書面意見
いな おも しょめんい け ん

○多数は、規定すべきとの意見。合理的配慮は、過度な負担がある場合に免責されるため、よ
た す う き て い い け ん ごうりてきはいりょ か ど ふ た ん ば あ い めんせき

り強 力な表 現で書くべきとの意見もあり ２名 その他の意見として 多様な配慮を効果的（ ）。 、
きょうりょく ひょうげん か い け ん めい そ の た い け ん た よ う はいりょ こうかてき

に規定すべき、との意見。
き て い い け ん

教 育基本法 差別禁止条 項の不存在
きょういくき ほ んほう さ べ つ き ん しじょうこう ふ そんざい

（教 育基本法４ 条１項は 「人種、信 条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、、
きょういくき ほ んほうよんじょう こう じんしゅ しんじょう せいべつ しゃかいてきみ ぶ ん けいざいてき ち い また も ん ち

教 育 上差別されない としつつも この中に 障 害 という文言はない 障 害 という文言」 、 、「 」 。「 」
きょういくじょうさ べ つ こ の な か しょうがい もんごん しょうがい もんごん

…主なを挿 入して、障 害に基づく差別の禁止を明文化する必要性について、どう 考 えるか
そうにゅう しょうがい もと さ べ つ き ん し めいぶんか ひつようせい かんが おも

書面意見）
しょめんい け ん

○主な意見は 教 育基本法には 憲 法 上に明文のない経済的地位に基づく差別の禁止がある、 、
おも い け ん きょういくき ほ んほう けんぽうじょう めいぶん けいざいてき ち い もと さ べ つ き ん し

ため、障 害に基づく差別の禁止も加えるべきという内容（ほぼ全員が同趣旨 。）
しょうがい もと さ べ つ き ん し くわ ないよう ぜんいん どうし ゅ し

学校教 育法 異なる教 育目的の設定
がっこうきょういくほう こと きょういくもくてき せってい

（学校教 育法72 条 は、特別支援学校（従 来の盲、聾、養護学校）について 「幼稚園、小 学 校、、
がっこうきょういくほう じょう とくべつし え んがっこう じゅうらい もう ろう よ う ごがっこう ようちえん しょうがっこう

中 学 校又は高等学校に 準 ずる教 育を 施 す」ものと規定している。
ちゅうがっこうまた こうとうがっこう じゅん きょういく ほどこ き て い

「 」 ）1.この普通教 育と異なる 準 じる 教 育という設置目的をどう 考 えるか…主な書面意見
ふ つ うきょういく こと じゅん きょういく せ っ ちもくてき かんが おも しょめんい け ん

○主な意見として 準 じる は 一段低い 異なる教 育を意味する 障害児を普通教 育か、「 」 、 、 。
おも い け ん じゅん いちだんひく こと きょういく い み しょうがいじ ふ つ うきょういく

ら排除する結果や 分離の根拠になる 障 害 者の権利条 約の教 育条 項に違反する 差別に当、 。 、
はいじょ け っ か ぶ ん り こんきょ しょうがいしゃ け ん りじょうやく きょういくじょうこう い はん さ べ つ あ

たる可能性がある 削除するか抜本的に改正すべき 同等もしくは同格の教 育という表 現に。 。
かのうせい さくじょ ばっぽんてき かいせい どうとう どうかく きょういく ひょうげん

変えるべき。普通教 育に密接にリンクした教 育を 施 すことが設置目的として掲げられるべき、
か ふ つ うきょういく みっせつ きょういく ほどこ せ っ ちもくてき かか

などの意見 その他の意見として 準 じる を同一または同等と解 釈するか より手厚い保護。 、「 」 、
い け ん そ の た い け ん じゅん どういつ どうとう かいしゃく て あ つ ほ ご

を意味すると解 釈すれば問題ないとする意見もあり。
い み かいしゃく もんだい い け ん



２ この目的の設定は 障 害 者の権利条 約の差別 第２ 条 に該当すると 考 えるか 否（ 、 、 （ ） 、
もくてき せってい しょうがいしゃ け ん りじょうやく さ べ つ だい じょう がいとう かんが いな

…主な書面意見 （全体として18名 。か ） ）
おも しょめんい け ん ぜんたい めい

○主な意見は、差別に該当する（13名 、その恐れがある（１名 。その他の意見として 「 準） ） 、
おも い け ん さ べ つ がいとう めい おそ めい そ の た い け ん じゅん

じる」を同等と解 釈、または、普通教 育と密接にリンクした教 育であれば差別に該当しな
どうとう かいしゃく ふ つ うきょういく みっせつ きょういく さ べ つ がいとう

いという意見や 準 じる は 個々の障 害に応じ弾 力的な教 育課程を提 供することにな、「 」 、
い け ん じゅん こ こ しょうがい おう だんりょくてき きょういくか て い ていきょう

るため、 必 ずしも差別には該当しないという意見もあり。
かなら さ べ つ がいとう い け ん

３ 障 害 者の権利条 約第２４ 条 １項が この権利を差別なしに かつ 機会の均等を基礎（ 、 「 、 、
しょうがいしゃ け ん りじょうやくだい じょう こう け ん り さ べ つ き か い きんとう き そ

…主な書面として実現する（政府仮訳 」と規定している点に合致していると 考 えるか、否か）
じつげん せ い ふかりやく き て い てん が っ ち かんが いな おも しょめん

）意見
い け ん

。○主な意見は、権利条 約に合致していない、合致しているとまでは言い切れないという内容
おも い け ん け ん りじょうやく が っ ち が っ ち い い き ないよう

その他の意見として 障 害に合わせた必要な教 育というものであれば合致する 普通教 育と、 、
そ の た い け ん しょうがい あ ひつよう きょういく が っ ち ふ つ うきょういく

密接にリンクした教 育であれば 必 ずしも矛盾しない、大きく乖離しているとは言えない、と
みっせつ きょういく かなら むじゅん おお か い り い

いう意見もあり。
い け ん

○ 発言 教 育についての権利を障 害 者基本法だけでなく 教 育基本法と学校教 育法でも（ ） 、
はつげん きょういく け ん り しょうがいしゃき ほ んほう きょういくき ほ んほう がっこうきょういくほう

位置づけるべき。 幼 い時から統合した環 境が必要だ。
い ち おさな とき とうごう かんきょう ひつよう

○（発言）障 害 者基本法の総則に、教 育の権利だけを入れるとすればおかしな 話 だが、労働、
はつげん しょうがいしゃき ほ んほう そうそく きょういく け ん り い はなし ろうどう

移動、住 宅、地域で暮らす権利等、様々な権利が規定されるなら、教 育も入れるべき。
い ど う じゅうたく ち い き く け ん りとう さまざま け ん り き て い きょういく い

○（発言）憲法26 条 １項の義務教 育は普通教 育と解するのが自然だから、特別支援学校の
はつげん けんぽう じょう こう ぎ む きょういく ふ つ うきょういく かい し ぜ ん とくべつし え んがっこう

教 育が普通教 育の内容を含むのでなければ差別にあたる。
きょういく ふ つ うきょういく ないよう ふく さ べ つ

○ 発言 善意で 準 ずる を理解すると 障 害に合わせた教 育になるが これは 大きな（ ） 「 」 、 、 、
はつげん ぜ ん い じゅん り か い しょうがい あ きょういく おお

落とし穴 重度障 害も 普通教 育が保障されなければならないが 学校教 育法72 条 が排除。 、 、
お と し あ な じゅうどしょうがい ふ つ うきょういく ほしょう がっこうきょういくほう じょう はいじょ

しているとすれば、重 大な差別になる。普通教 育を保障した上で、特別ニーズとしての配慮
じゅうだい さ べ つ ふ つ うきょういく ほしょう うえ とくべつ はいりょ

が必要で 「 準 ずる」は、そういう意味で誤解を招く。、
ひつよう じゅん い み ご か い まね

特別支援学校の設置
とくべつし え んがっこう せ っ ち

学校教 育法80 条 は 普通学校の場合と異なり 都道府県が 特別支援学校を設置しなけれ（ 、 、 「
がっこうきょういくほう じょう ふ つ うがっこう ば あ い こと と ど う ふ けん とくべつし え んがっこう せ っ ち

ばならない と設置を義務づけており さらに 同法78 条 は 特別支援学校には 寄宿舎を設」 、 、 、 「
せ っ ち ぎ む どうほう じょう とくべつし え んがっこう きしゅくしゃ もう

けなければならない」と規定している。
き て い

１、これらの規定は、居 住する市町村から離れて就 学せざるえない事態を予定するものであ
き て い きょじゅう しちょうそん はな しゅうがく じ た い よ て い

るが 障 害 者の権利条 約第24 条 第２項(ｂ) 障 害 者が 他の者との平 等を基礎として 自己、 「 、 、
しょうがいしゃ け ん りじょうやくだい じょうだい こう しょうがいしゃ た もの びょうどう き そ じ こ

の生活する地域社会において、障 害 者を包容し、質が高く、かつ、無償の初等教 育を享 受
せいかつ ち い きしゃかい しょうがいしゃ ほうよう しつ たか むしょう しょとうきょういく きょうじゅ



することができること及び中 等教 育を享 受することができること（政府仮訳 」という規定）
およ ちゅうとうきょういく きょうじゅ せ い ふかりやく き て い

…主な書面意見）に違反すると 考 えるか、否か
い はん かんが いな おも しょめんい け ん

○主な意見は、障 害 者の意に反する場合、障 害 者の権利条 約に違反するとの内容。その他
おも い け ん しょうがいしゃ い はん ば あ い しょうがいしゃ け ん りじょうやく い はん ないよう そ の た

の意見として 障 害 者本人が望む場合は 寄宿舎の設備は就 学の機会を保障するという評価、 、
い け ん しょうがいしゃほんにん のぞ ば あ い きしゅくしゃ せ つ び しゅうがく き か い ほしょう ひょうか

になる。意に反するか否か、区分けした議論が必要、という意見もあり。
い はん いな く わ ぎ ろ ん ひつよう い け ん

（２、また、親からの分離を禁止する障 害 者の権利条 約第２３ 条 ４項「締約国は、児童が
おや ぶ ん り き ん し しょうがいしゃ け ん りじょうやくだい じょう こう ていやくくに じ ど う

その父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する 」に違反すると 考 えるか、。
ふ ぼ い し はん ふ ぼ ぶ ん り か く ほ い はん かんが

…主な書面意見 （全体として18名 。否か ） ）
いな おも しょめんい け ん ぜんたい めい

○多数は 父母の意思に反する場合は条 約違反 または その可能性があるという意見 その他、 、 、 。
た す う ふ ぼ い し はん ば あ い じょうやくい は ん かのうせい い け ん そ の た

の意見として、就 学について権利条 約のこの規定を適用するのは当たらないのではないかと
い け ん しゅうがく け ん りじょうやく き て い てきよう あ

の意見もあり。
い け ん

特別支援学 級の設置
とくべつし え んがっきゅう せ っ ち

（ 、 、 （ ）学校教 育法81 条 は 普通学校の通 常学 級の他に 特別支援学 級 従 来の特殊学 級
がっこうきょういくほう じょう ふ つ うがっこう つうじょうがっきゅう ほか とくべつし え んがっきゅう じゅうらい とくしゅがっきゅう

の規定を置いている この規定は 普通学 級ではない学 級での教 育を前提にするものである。 、
き て い お き て い ふ つ うがっきゅう がっきゅう きょういく ぜんてい

が、これは障 害 者の権利条 約第２４ 条第１項のinclusive education（インクルーシブ・エ
しょうがいしゃ け ん りじょうやくだい よんじょうだい こう

…主な書面意見 （全体として18名 。デュケーション）に合致するものと 考 えるか、否か ） ）
が っ ち かんが いな おも しょめんい け ん ぜんたい めい

○意見が分かれた。条 約に合致しないとする意見（７名 。合致する、または乖離するもので）
い け ん わ じょうやく が っ ち い け ん めい が っ ち か い り

はないとする意見（６名 。本人と保護者が選択できるようにするべきとする意見（５名 。） ）
い け ん めい ほんにん ほ ご し ゃ せんたく い け ん めい

就 学先決定の仕組み
しゅうがくさきけってい し く

（学校教 育法第17 条 は、保護者にその子どもを小 学 校、中 学 校に就 学させる義務ととも
がっこうきょういくほうだい じょう ほ ご し ゃ こ しょうがっこう ちゅうがっこう しゅうがく ぎ む

、に、特別支援学校に就 学させる義務を別個に課している。そしてその親の義務の履行として
とくべつし え んがっこう しゅうがく ぎ む べ っ こ か おや ぎ む り こ う

学校教 育法施行令は、障 害のない人（子どもを含む）については、学校教 育法施行令５条
がっこうきょういくほうし こ うれい しょうがい ひと こ ふく がっこうきょういくほうし こ うれいごじょう

により 市町村教 育委員会が入 学期日等の通知や学校の指定を 行 うのに対して 障 害のあ、 、
しちょうそんきょういくい い んかい にゅうがくき じ つとう つ う ち がっこう し て い おこな たい しょうがい

る人については、学齢期を迎える前の子どもを対 象とする就 学時の健康診断によって、同
ひと がくれい き むか まえ こ たいしょう しゅうがくとき けんこうしんだん どう

施行令22 条 の３が規定する障 害と障 害の程度に該当する障 害の存在が分かると 同施行令、
し こ うれい じょう き て い しょうがい しょうがい て い ど がいとう しょうがい そんざい わ どうし こ うれい

11 条 により、原則として（例外は認定就 学者 、都道府県教 育委員会が特別支援学校の）
じょう げんそく れいがい にんていしゅうがくもの と ど う ふ け んきょういくい い んかい とくべつし え んがっこう

入 学期日等の通知や学校の指定を 行 うことになる
にゅうがくき じ つとう つ う ち がっこう し て い おこな

１ 障 害のある人の就 学先の決定を法律ではなく 施行令に委ねているが 立法府の関与を要、 、 、
しょうがい ひと しゅうがくさき けってい ほうりつ し こ うれい ゆだ りっぽうふ か ん よ よう

…主な書面意見 （全体として16名 。しない政令に委ねてよいか、否か ） ）
せいれい ゆだ いな おも しょめんい け ん ぜんたい めい

○多数は 事柄の重 要性に 鑑 みて法律で決めるべき または法律で規定することを検討すべ、 、
た す う ことがら じゅうようせい かんが ほうりつ き ほうりつ き て い けんとう

きという意見。
い け ん

（２、学校教 育法施行令５条、11 条 ならびに22 条 の3項による「障 害に基づく分離」制度
がっこうきょういくほうし こ うれいごじょう じょう じょう こう しょうがい もと ぶ ん り せ い ど

…主な書面意見）の廃止についてどう 考 えるか
は い し かんが おも しょめんい け ん

○廃止すべき ８名 段階的に廃止すべき １名 廃止・改正の検討や見直し・改善が必要（ ）、 （ ）、
は い し めい だんかいてき は い し めい は い し かいせい けんとう み な お かいぜん ひつよう

である ２名 と 多数の意見は現 状の問題点を指摘 その他の意見として 特別支援学校の（ ） 、 。 、
めい た す う い け ん げんじょう もんだいてん し て き そ の た い け ん とくべつし え んがっこう



選択肢まで否定されるべきではなく単に廃止することは望ましくない 普通学 級に学籍を持ち、
せんたくし ひ て い たん は い し のぞ ふ つ うがっきゅう がくせき も

つつ必要と希望に応じてその他の教 育の場も活用するといった全体像を描くことが必要、
ひつよう き ぼ う おう そ の た きょういく ば かつよう ぜんたいぞう えが ひつよう

普通学校や普通学 級ではできない配慮や支援もあるのではないか、などがあり。
ふ つ うがっこう ふ つ うがっきゅう はいりょ し え ん

３ 障 害のある人が生活する地域社会にある学校に学籍を一元化することについて どう 考（ 、 、
しょうがい ひと せいかつ ち い きしゃかい がっこう がくせき いちげんか かんが

…主な書面意見）えるか
おも しょめんい け ん

○障 害 者の学籍を地域の学校に一元化すべき 10名 一元化が望ましい ２名 一元化を検討（ ）、 （ ）
しょうがいしゃ がくせき ち い き がっこう いちげんか めい いちげんか のぞ めい いちげんか けんとう

する必要がある ２名 と 多数の意見は一元化の必要性を指摘 一方で 書 類 上の一元化で（ ） 、 。 、
ひつよう めい た す う い け ん いちげんか ひつようせい し て き いっぽう しょるいじょう いちげんか

は意味がない、一元化のメリットとデメリットを整理する必要がある、学籍が何のためにある
い み いちげんか せ い り ひつよう がくせき なん

のか検討するべき、ろう学校に学籍を置くことの 妨 げになってはならない、などの意見もあり。
けんとう ろ う が っ こ う がくせき お さまた い け ん

４ 障 害のある人および保護者が 特別支援学校 特別支援学 級を選択する選択権の保障（ 、 、 、
しょうがい ひと ほ ご し ゃ とくべつし え んがっこう とくべつし え んがっきゅう せんたく せんたくけん ほしょう

…主な書面意見）についてどう 考 えるか
かんが おも しょめんい け ん

○多数は、障 害 者および保護者が特別支援学校や特別支援学 級を選択できるよう選択権を
た す う しょうがいしゃ ほ ご し ゃ とくべつし え んがっこう とくべつし え んがっきゅう せんたく せんたくけん

保障すべき、希望する場合には当面は特別支援学校や特別支援学 級を１つのリソースとして
ほしょう き ぼ う ば あ い とうめん とくべつし え んがっこう とくべつし え んがっきゅう

利用できるようにするべきという意見。その他の意見として、選択権の行使にあたりすべての
り よ う い け ん そ の た い け ん せんたくけん こ う し

決定を保護者に委ねて良いのかという問題点を指摘する意見や、教 育委員会や学校側との
けってい ほ ご し ゃ ゆだ よ もんだいてん し て き い け ん きょういくい い んかい がっこうがわ

合意形成の重 要性や、意見が異なる際の決定プロセスに言 及する意見などがあった。
ご う いけいせい じゅうようせい い け ん こと さい けってい げんきゅう い け ん

○（発言）自分の所属する市では、特別支援教 育推進計画を平成19年６月に定め、取り組ん
はつげん じ ぶ ん しょぞく し とくべつし え んきょういくすいしんけいかく へいせい ねんろくがつ さだ と り く

できた。インクルーシブ教 育と特別支援教 育に対し、二分法的な議論になることを恐れてい
きょういく とくべつし え んきょういく たい に ぶ んほうてき ぎ ろ ん おそ

る 急 激な改正や変化で 子ども達に負荷がかかってはいけない 当事者の声も聞いていくプ。 、 。
きゅうげき かいせい へ ん か こ たち ふ か とうじしゃ こえ き

ロセスを経ていくことが求められている。またきめの細かい児童本位の教 育がなされるために、
へ もと こま じ ど うほ ん い きょういく

障害児教 育の専門家や文科省、私立学校の設置者など多様なご意見も 伺 いたい。
しょうがいじきょういく せんもんか もんかしょう し り つがっこう せ っ ちしゃ た よ う ご い け ん うかが

○（発言）自分は普通学校で勉 強したが、教 室の移動、トイレなど、介助者を用意しなけれ
はつげん じ ぶ ん ふ つ うがっこう べんきょう きょうしつ い ど う かいじょもの よ う い

ばならなかった 良かったことは 友だちが遊びにくる 外 出する中で 社会的価値が身に付。 、 、 、
よ とも あそ がいしゅつ なか しゃかいてき か ち み に つ

いたといったこと 子どもの権利条 約にもあるように 障害児自身の希望も どこで学ぶかを。 、 、
こ け ん りじょうやく しょうがいじじ し ん き ぼ う まな

選択する際に反映されるべき。
せんたく さい はんえい

○ 発言 現在の特別支援教 育の下では きめ細やかな教 育 によって 障 害のある子（ ）（ ）「 」 、（
はつげん げんざい とくべつし え んきょういく もと き め こ ま きょういく しょうがい こ

。どもと他の子どもたちとの）分離が強 制されてしまっている事実もあり、これは差別である
た こ ぶ ん り きょうせい じ じ つ さ べ つ

この事態を解 消するために学籍を地域の学校に統合する必要がある。学籍は教 育行 政の
じ た い かいしょう がくせき ち い き がっこう とうごう ひつよう がくせき きょういくぎょうせい

根幹であり、その地域の子どもであるという帰属意識の根幹でもある。
こんかん ち い き こ き ぞ くい し き こんかん

○（発言）2009年４月に奈良県で、地域の小 学 校で学んだ脳性麻痺の子どもが中 学 校への
はつげん ねんし が つ な ら け ん ち い き しょうがっこう まな のうせい ま ひ こ ちゅうがっこう

入 学を拒否された 裁判の結果 3ヵ月後にようやく登校できるようになったが 21世紀の日本。 、 、
にゅうがく き ょ ひ さいばん け っ か か げ つ ご とうこう せ い き に ほ ん

でも障 害のある子どもは差別をされ、地域の学校に入りにくい。東大阪市では障 害のある子
しょうがい こ さ べ つ ち い き がっこう はい ひがしおおさかし しょうがい こ

もない子も、まずは就 学通知を地域の学校に送り、その上で本人や保護者が希望すれば特別
こ しゅうがくつ う ち ち い き がっこう おく うえ ほんにん ほ ご し ゃ き ぼ う とくべつ



支援学校も選択可能にするという 形 にしたが、これは画期的なことだと思う。
し え んがっこう せんたくか の う かたち かっきてき おも

○ 発言 特別支援教 育は大切だということを強 調したい 視覚障 害や聴 覚障 害のある子（ ） 。
はつげん とくべつし え んきょういく たいせつ きょうちょう し か くしょうがい ちょうかくしょうがい こ

が障 害のない子どもたちと一緒に 同じペースで教 育を受けるのは 非常に困難だ インク、 、 。（
しょうがい こ いっしょ おな きょういく う ひじょう こんなん

ルーシブ教 育か特別支援教 育かなど）どの教 育を受けるのかを、保護者と本人が自由に選
きょういく とくべつし え んきょういく きょういく う ほ ご し ゃ ほんにん じ ゆ う えら

べるようにするのが大切だ。
たいせつ

合理的配慮の具体化
ごうりてきはいりょ ぐ た い か

１ 合理的配慮の具体的内容について 障 害のある人および保護者 学校 学校設置者の三者（ 、 、 、 、
ごうりてきはいりょ ぐたいてきないよう しょうがい ひと ほ ご し ゃ がっこう がっこうせ っ ちしゃ さんしゃ

が合意形成をしながら策定するプロセスについて、どう 考 えるか ）…主な書面意見
ご う いけいせい さくてい かんが おも しょめんい け ん

多数は、個別的な合理的配慮の内容を決める過程において、三者の協議を経て、個別支援
た す う こ べ つてき ごうりてきはいりょ ないよう き か て い さんしゃ きょうぎ へ こ べ つし え ん

計画等に結びつけていくことが重 要という意見。追加的な意見として、本人と保護者は弱い
けいかくとう むす じゅうよう い け ん つ い かてき い け ん ほんにん ほ ご し ゃ よわ

立場にあるので支援策として第三者を関与させることが必要、最 終的な決定権は本人または
た ち ば し え んさく だいさんしゃ か ん よ ひつよう さいしゅうてき けっていけん ほんにん

保護者に留保するべき、不服申し立ての機会を設ける必要がある、などの意見。
ほ ご し ゃ りゅうほ ふ ふ く も う し た き か い もう ひつよう い け ん

２ 合理的配慮の内容について 障 害のある人および保護者が 不服の場合の異議申 立手続（ 、 、 、
ごうりてきはいりょ ないよう しょうがい ひと ほ ご し ゃ ふ ふ く ば あ い い ぎ もうしたてて つ づ

きについてどう 考 えるか ）…主な書面意見
かんが おも しょめんい け ん

ほぼ全員が、異議申立ての手続は必要であるとの意見。追加的な意見として、異議申立ての
ぜんいん い ぎ もうした てつづき ひつよう い け ん つ い かてき い け ん い ぎ もうした

本人、保護者を支援する体制が必要で、また速やかに決定される必要があるとの意見や。異議
ほんにん ほ ご し ゃ し え ん たいせい ひつよう すみ けってい ひつよう い け ん い ぎ

申し立て機関については、障 害 者の参画が必要であり、組織形態や権限、設置主体などにつ
も う し た て き か ん しょうがいしゃ さんかく ひつよう そ し きけいたい けんげん せ っ ちしゅたい

いてさらに議論が必要との意見。
ぎ ろ ん ひつよう い け ん

聴 覚、視覚に障 害がある場合の教 育
ちょうかく し か く しょうがい ば あ い きょういく

（１、手話言語学 習権の保障と教 育のあり方についてどう 考 えるか ）…主な書面意見
し ゅ わげ ん ごがくしゅうけん ほしょう きょういく あ り か た かんが おも しょめんい け ん

手話言語学 習権を保障すべきであることについて 異論なし 手話による教 育の重 要性を、 。
し ゅ わ げ ん ごがくしゅうけん ほしょう い ろ ん し ゅ わ きょういく じゅうようせい

認めつつ、普通学校での教 育の選択肢も保障すべきだという意見もあり。
みと ふ つ うがっこう きょういく せんたくし ほしょう い け ん

…主な（２、手話又は点字についての適格性を有する教 員の確保についてどう 考 えるか
し ゅ わまた て ん じ てっかくせい ゆう きょういん か く ほ かんが おも

）書面意見
しょめんい け ん

教 員の確保の必要性について、異論なし。
きょういん か く ほ ひつようせい い ろ ん

…主（ 、３ 教 育におけるあらゆる形態様式のコミュニケーション保障についてどう 考 えるか
きょういく けいたいようしき ほしょう かんが おも

）な書面意見
しょめんい け ん

多数は、教 育におけるあらゆる形態、様式のコミュニケーションの保障が重 要であるとい
た す う きょういく けいたい ようしき ほしょう じゅうよう

う意見 追加的な意見として 点字の教科書を提 供すべきという意見や 中 軽度の難 聴の子。 、 、
い け ん つ い かてき い け ん て ん じ きょうかしょ ていきょう い け ん ちゅうけ い ど なんちょう こ

どもたちへの対応の問題点を指摘する意見、知的障 害や発達障 害のある子どもたちにも多様
たいおう もんだいてん し て き い け ん ち て きしょうがい はったつしょうがい こ た よ う

なコミュニケーション方法による教 育が効果的であるとする意見あり。
ほうほう きょういく こうかてき い け ん

特別支援教 育
とくべつし え んきょういく

（特別支援教 育の評価と今後のあり方についてどう 考 えるか ）…主な書面意見
とくべつし え んきょういく ひょうか こ ん ご あ り か た かんが おも しょめんい け ん



以下のような様々な意見が示された。特別支援教 育が一人ひとりのニーズに応じた教 育か
い か さまざま い け ん しめ とくべつし え んきょういく ひ と り おう きょういく

どうか不安、特別支援教 育は分離別学を増幅しているので抜本的な見直しが必要、特別支援
ふ あ ん とくべつし え んきょういく ぶ ん りべつがく ぞうふく ばっぽんてき み な お ひつよう とくべつし え ん

教 育は原則廃止すべきだがそのメリットは維持すべき、特別支援教 育が普通教 育に適合し
きょういく げんそくは い し い じ とくべつし え んきょういく ふ つ うきょういく てきごう

ない児童を排除するための受皿となっているという否定的な側面も認識すべき、障害児に接し
じ ど う はいじょ うけざら ひていてき そくめん にんしき しょうがいじ せっ

たことのない児童が思いやりのない配慮に乏しい大人に成 長していると感じる、特別支援
じ ど う おも はいりょ とぼ お と な せいちょう かん とくべつし え ん

教 育とインクルーシブ教 育は相反するものではない、特別支援教 育は肯定的側面もあるが
きょういく きょういく あいはん とくべつし え んきょういく こうていてきそくめん

能 力主義的な管理や統制と格差の拡大につながるおそれも感じられる 特別支援教 育の評価、
のうりょくし ゅ ぎてき か ん り とうせい か く さ かくだい かん とくべつし え んきょういく ひょうか

については時間をかけるべきで評価の仕組みを開かれたものにすべき 条 約批准という観点か、
じ か ん ひょうか し く ひら じょうやくひじゅん かんてん

ら当事者や親の意見を適切に反映して障害児教 育見直しを正 面から議論すべき、普通学 級
とうじしゃ おや い け ん てきせつ はんえい しょうがいじきょういくみ な お しょうめん ぎ ろ ん ふ つ うがっきゅう

における特別支援教 育を実施することで普通学 級のあり方を変革すべき、盲ろう学校への
とくべつし え んきょういく じ っ し ふ つ うがっきゅう あ り か た へんかく もうろ う が っ こ う

財政支援が乏しくその専門性を軽視する傾向が強いことは問題である、等。
ざいせいし え ん とぼ せんもんせい け い し けいこう つよ もんだい とう

○ 発言 教 育で 最 も大事なのは理念だからこれを明確にし 可及的速やかに実現すること（ ） 、
はつげん きょういく もっと だ い じ り ね ん めいかく かきゅうてきすみ じつげん

が大事 教 育委員会で障 害 者の教 育委員が入っているのは例外的だという状 況で障 害 者。
だ い じ きょういくい い んかい しょうがいしゃ きょういくい い ん はい れいがいてき じょうきょう しょうがいしゃ

の意見が反映されるだろうか 盲学校に点字を知らない先生が半分以上いるという現実をその。
い け ん はんえい もうがっこう て ん じ し せんせい はんぶんいじょう げんじつ

ままにできない。個々の子どもに必要な合理的配慮をどう定型化し、時にはどう個別化してい
こ こ こ ひつよう ごうりてきはいりょ ていけい か とき こ べ つ か

くかを制度的に確立するべき。
せ い どてき かくりつ

○（発言） 幼 いときから障 害のある人が身の回りにいるという環 境は、障 害のない子ども
はつげん おさな しょうがい ひと み の ま わ かんきょう しょうがい こ

たちにとって大切だ 合理的配慮は障害児と保護者の意向で提 供されるべきで 学校側など。 、（
たいせつ ごうりてきはいりょ しょうがいじ ほ ご し ゃ い こ う ていきょう がっこうがわ

との 合意は必要ない そもそも教 育は個別のものであり 個々の子どもに対応できる体制を） 。 、
ご う い ひつよう きょういく こ べ つ こ こ こ たいおう たいせい

つくるべきだ。

○（発言）小 学4年ぐらいまでの聞こえない子どもにはコミュニケーション支援ではなく、
はつげん しょうがく ねん き こ し え ん

（手話）言語についての専門的な教 育こそが必要だが、多くの難 聴児が聞こえないまま普通
し ゅ わ げ ん ご せんもんてき きょういく ひつよう おお なんちょう じ き ふ つ う

学校で学んでいるという大きな問題がある。文部科学 省 に特別支援教 育の推進に関する
がっこう まな おお もんだい も ん ぶか が くしょう とくべつし え んきょういく すいしん かん

調査研 究会があるが、推進会議での議論とどう調 整が図られるのか。
ちょうさけんきゅうかい すいしんか い ぎ ぎ ろ ん ちょうせい はか

○ 発言 自分は 小 学 校３年まで普通学 級 小 学 校４年から特殊学 級に行かされた 分（ ） 、 、 。
はつげん じ ぶ ん しょうがっこう ねん ふ つ うがっきゅう しょうがっこう ねん とくしゅがっきゅう い わ

け隔てられてしまった その学校にいても また違う場所に行けと言われて 二重三 重にも分。 、 、
へだ がっこう ちが ば し ょ い い にじゅうさんじゅう わ

け隔てられてきた。小 学 校４年から、中 学 校でも、十 分学 習できなかった。体 力づくり
へだ しょうがっこう ねん ちゅうがっこう じゅうぶんがくしゅう たいりょく

とか 作業をやった 寄宿舎になると 入 所施設と変わらなくなるのではないか 困難はあっ、 。 、 。
さぎょう きしゅくしゃ にゅうしょし せ つ か こんなん

ても、合理的配慮が必要だと思う。
ごうりてきはいりょ ひつよう おも

○（発言）学校教 育法施行令第５条は廃止し、居 住地域の学校の就 学通知をすべての子ど
はつげん がっこうきょういくほうし こ うれいだいごじょう は い し きょじゅうち い き がっこう しゅうがくつ う ち こ

もが受け取る仕組みに変えていただきたい。学籍はその学校に置くべき。都道府県立の特別
う け と し く か がくせき がっこう お と ど う ふ けんりつ とくべつ



支援学校小 中学部は段階的に解 消し、市町村立の小 学 校、中 学 校に特別支援教 室とし
し え んがっこうしょうちゅうが く ぶ だんかいてき かいしょう しちょうそんりつ しょうがっこう ちゅうがっこう とくべつし え んきょうしつ

て移行していくことが将 来の方向性と 考 える。ただし、視覚障 害教 育、聴 覚障 害教 育、
い こ う しょうらい ほうこうせい かんが し か くしょうがいきょういく ちょうかくしょうがいきょういく

虚 弱教 育については、現行の機能を維持する必要がある。
きょじゃくきょういく げんこう き の う い じ ひつよう

○ 発言 障害児も地元の普通学校に学籍を持つということを前提とし 本人 保護者の希望（ ） 、 、
はつげん しょうがいじ じ も と ふ つ うがっこう がくせき も ぜんてい ほんにん ほ ご し ゃ き ぼ う

によっては ほかの教 育の形態も選択できる仕組みにすることが 推進会議の中で大体の合意、 、
きょういく けいたい せんたく し く すいしんか い ぎ なか だいたい ご う い

になっていると 考 える 特別支援教 育を否定するわけではなく これまでの特別支援教 育の。 、
かんが とくべつし え んきょういく ひ て い とくべつし え んきょういく

成果を踏まえて地元でほかの子どもたちと一緒に学べるように、普通学校の中で相当な資源を
せ い か ふ じ も と こ いっしょ まな ふ つ うがっこう なか そうとう し げ ん

投 入しないといけない。
とうにゅう

○ 発言 日本の障害児教 育と教 育全般を明確に方向転換し 教 育の選択権を実現しなけ（ ） 、
はつげん に ほ ん しょうがいじきょういく きょういくぜんぱん めいかく ほうこうてんかん きょういく せんたくけん じつげん

ればならない 障 害 者の機会均等化に関する基準規則の策定時 日本政府は分離教 育の立場。 、
しょうがいしゃ き か いきんとう か かん きじゅんき そ く さくていとき に ほ んせ い ふ ぶ ん りきょういく た ち ば

を強 硬に主 張し、機会均等基準に反映させた。今回の障 害 者の権利条 約の交 渉過程では、
きょうこう しゅちょう き か いきんとうきじゅん はんえい こんかい しょうがいしゃ け ん りじょうやく こうしょうか て い

条 約交 渉の終 盤まで インクルーシブ教 育には反対という立場で動いていたと理解してい、
じょうやくこうしょう しゅうばん きょういく はんたい た ち ば うご り か い

る しかし インクルーシブ教 育を実現することは 世界的にも 日本においても大切なこと。 、 、 、
きょういく じつげん せかいてき に ほ ん たいせつ

だと 考 える。
かんが

○ 発言 ヨーロッパ アメリカの教 育の専門家には 障 害のある当事者が多いが 日本は少（ ） 、 、 、
はつげん きょういく せんもんか しょうがい とうじしゃ おお に ほ ん すく

なく、この点は反省しなければならない。 私 がろう学校にいたときに地域の学校を「普通の
てん はんせい わたくし ろ う が っ こう ち い き がっこう ふ つ う

学校」と言っていたが、これではろう学校の子どもは「特別な人」になるため、言葉の使い方
がっこう い ろ う が っ こ う こ とくべつ ひと こ と ば つかいかた

。について議論するべき。今、特別支援教 育制度で「ろう学校」の名前が消えてしまっている
ぎ ろ ん いま とくべつし え んきょういくせ い ど ろ う が っ こう な ま え き

ろうであるという誇り、アイデンティティーを持ちにくい状 況がつくられている。
ほこ も じょうきょう

○ 発言 普通学 級で学籍を一元化した上で 特別な支援が必要な障 害のある子どもたちに対（ ） 、
はつげん ふ つ うがっきゅう がくせき いちげんか うえ とくべつ し え ん ひつよう しょうがい こ に た い

してどのような支援が必要かを 考 えるべき。特殊学 級に行くように言われた人に同伴して
し え ん ひつよう かんが とくしゅがっきゅう い い ひと どうはん

教 育委員会に行き、普通学 級に行くことを認めてもらったが、通学は教 育委員会では面倒
きょういくい い んかい い ふ つ うがっきゅう い みと つうがく きょういくい い んかい めんどう

を見られないと言われ 親に負担がかかっている こうした現 状をスピード感をもって改革し、 。
み い おや ふ た ん げんじょう かん かいかく

て欲しい。
ほ

○ 発言 アメリカの分離教 育は黒人への差別が原点だが これに関して1954年のブラウン判決（ ） 、
はつげん ぶ ん りきょういく こくじん さ べ つ げんてん に か ん ねん はんけつ

で 強 制された分離教 育は 分離された人たちの劣等性を意味し 子どもの学ぶ意欲に影 響、 、 、
きょうせい ぶ ん りきょういく ぶ ん り ひと れっとうせい い み こ まな い よ く えいきょう

を与えるとされたことに留意すべきである。
あた りゅうい

○ 発言 分離教 育制度そのものを根本的に見直した方がよい 東京都は昭和49年に 国は昭和（ ） 。 、
はつげん ぶ ん りきょういくせ い ど こんぽんてき み な お ほう とうきょうと しょうわ ねん くに しょうわ

54年に 障害児の全員就 学を 行 った この時 私 は 今はいい ただし いつか将 来 地域、 。 、 「 。 、 、
ねん しょうがいじ ぜんいんしゅうがく おこな とき わたくし いま しょうらい ち い き

の学校にみんなが入れるようなシステムにすべきだ、少なくとも選択権は与えるべきだ」と思
がっこう い すく せんたくけん あた おも



った。尊厳をまもるためのカギは、選択権だと思う。
そんげん せんたくけん おも

議事 障 害の表記
ぎ じ しょうがい ひょうき

１「障 害」の表記の在り方
しょうがい ひょうき あ り か た

(法令等における 障 害 の表記の在り方については 害 の字がマイナスイメージを与える「 」 、「 」
ほうれいとう しょうがい ひょうき あ り か た がい じ あた

…主ことから 障 害 の表記を見直すべきとの意見があるが これについてどう 考 えるか、「 」 、 。
しょうがい ひょうき み な お い け ん かんが おも

)な書面意見
しょめんい け ん

○ 表記の見直しについて消 極 的又は慎 重に 行 うべきとする意見（10名 。見直すことに）
ひょうき み な お しょうきょくてきまた しんちょう おこな い け ん めい み な お

積 極 的な意見（6名 。当事者が判断すべきことであるとする意見（2名 。） ）
せっきょくてき い け ん めい とうじしゃ はんだん い け ん めい

障 害 という表記を見直す場合 以下のような可能性を提案する意見もあるが どう 考 え（「 」 、 、
しょうがい ひょうき み な お ば あ い い か かのうせい ていあん い け ん かんが

るか。①「 障 がい」②「障 碍」それ以外の提案はあるか。 ）…主な書面意見
しょう しょうがい い が い ていあん おも しょめんい け ん

○ どちらも適切ではない（11名 「がい」がよい（2名 「碍」がよい（2名 。）。 ）。 ）
てきせつ めい めい がい めい

（現在、文化審議会において改訂が検討されている常 用漢字 表 に「碍」を入れて「障 碍」
げんざい ぶ ん かし ん ぎかい かいてい けんとう じょうようか ん じひょう がい い しょうがい

…とも表記できるよう選択肢を広げるべきとの意見もあるが これについてどう 考 えるか、 。
ひょうき せんたくし ひろ い け ん かんが

）主な書面意見
おも しょめんい け ん

○ 直ちには賛成できない（11名 。賛成する（3名 。） ）
ただ さんせい めい さんせい めい

障 害 の表記をめぐる上記１ ～３ の論点に加え 権利条 約の英文テキストでは per（「 」 ． ． （ ”
しょうがい ひょうき じょうき ろんてん くわ け ん りじょうやく えいぶん

sons with disabilities”と表記されることを踏まえ 、障 害 者を 表 す際に、現在の）
ひょうき ふ しょうがいしゃ あらわ さい げんざい

障 害 者 という言い方を 障 害のある人 と変更すべきとの意見や チャレンジド と「 」 「 」 、「 」
しょうがいしゃ い い か た しょうがい ひと へんこう い け ん

言い換える提案があるが、これらについてどう 考 えるか。 ）…主な書面意見
い い か ていあん かんが おも しょめんい け ん

○ 障 害のある人 との言い方についてよしとする意見 相当数 チャレンジド をよし「 」 （ ）。「 」
しょうがい ひと い い か た い け ん そうとうかず

とする意見 少 数 どちらへの言い換えも不要とする意見も多かった 平仮名で しょう（ ）。 。 「
い け ん しょうすう い い か ふ よ う い け ん おお ひ ら が な

がいしゃ」とすべき（1名 。）
めい

○ 発言 資料の補足説明 現在 文化審議会国語分科会漢字 小 委員会で 常 用漢字 表 の見直（ （ ）） 、 、
はつげん しりょう ほ そ くせつめい げんざい ぶ ん かし ん ぎかいこ く ごぶ ん かかいか ん じしょうい い んかい じょうようか ん じひょう み な お

し作業中 約30年ぶりの改定 分科会で答申案の決定を経て 本年５～６月ごろ分科審議会か。 。 、
さぎょうなか やく ねん かいてい ぶ ん かかい とうしんあん けってい へ ほんねん ろくがつ ぶ ん かし ん ぎかい

ら答申、秋以降に改定常 用漢字 表 が内閣告示の見込み。国語分科会試案の追加実施候補に
とうしん あきい こ う かいていじょうようか ん じひょう ないかくこ く じ み こ こ く ご ぶ ん かかいし あ ん つ い かじ っ しこ う ほ

碍 は含まれていない 障 がい者制度改革推進会議としての考え方を発信するかどうか 議論「 」 。 、
がい ふく しょう しゃせ い どかいかくすいしんか い ぎ かんがえかた はっしん ぎ ろ ん

が必要。法 令 上の表記を 改 める場合には、改正する範囲の考え方、例えば「障 害 物」や
ひつよう ほうれいじょう ひょうき あらた ば あ い かいせい は ん い かんがえかた たと しょうがいぶつ

電波障 害 など 同じ 障 害 という文言を使用している別の分野の用語の 扱 いについて「 」 、 「 」
で ん ぱしょうがい おな しょうがい ぶんげん し よ う べつ ぶ ん や よ う ご あつか

どう 考 えるかなどを整理した上で それに基づき すべての使用箇所を精査して法案に落とし、 、
かんが せ い り うえ もと し よ う か し ょ せ い さ ほうあん お

込むなど、膨大な作業が必要となる （事務局）。
こ ぼうだい さぎょう ひつよう じむきょく



○（発言）表記の問題は、障 害 者への理解や本人の自覚などにも影 響する問題で、教 育・
はつげん ひょうき もんだい しょうがいしゃ り か い ほんにん じ か く えいきょう もんだい きょういく

差別・権利・制度などの根本に関わってくる。また表記を変えることで、国民の意識や制度な
さ べ つ け ん り せ い ど こんぽん かか ひょうき か こくみん い し き せ い ど

どを変えることを目指すのだから、先を見越した議論が必要だ。
か め ざ さき み こ ぎ ろ ん ひつよう

○ 発言 １年２年くらいかけ みんなで議論し 特に障 害当事者がどういう言葉がいいかを明（ ） 、 、
はつげん いちねん ねん ぎ ろ ん とく しょうがいとうじしゃ こ と ば あき

らかにするプロセスが大事 障 害当事者からアンケートを取る マスコミ等での議論を呼びか。 、
だ い じ しょうがいとうじしゃ と とう ぎ ろ ん よ

ける 障 害 者団体等で提案する 地方の障 害 者施策推進協議会で意見を挙げてもらう等 こ、 、 。
しょうがいしゃだんたいとう ていあん ち ほ う しょうがいしゃし さ くすいしんきょうぎかい い け ん あ とう

の推進会議で、障 害のある委員の皆さんが 「碍」への変更にエネルギーをかけるよりもやる、
すいしんか い ぎ しょうがい い い ん みな がい へんこう

べきことがあると 考 えて乗り気でないのだとしたら、変えなくてもよい。
かんが の り き か

○（発言）どのようにしたら障 害 者に対する差別をなくせるか、表記の問題も含めて検討す
はつげん しょうがいしゃ たい さ べ つ ひょうき もんだい ふく けんとう

るという意味で 委員の目的意識は一致している 害 は変えた方が差別はなくなるという意見、 。「 」
い み い い ん もくてきい し き い っ ち がい か ほう さ べ つ い け ん

と、表記だけの問題にされたくないので「害」として残すべきという意見があり、この２つは
ひょうき もんだい がい のこ い け ん

平行線。
へいこうせん

○ 発言 害 が特別 難 しい漢字とは思わない マイナスイメージなら 障 も同じ 聾唖（ ）「 」 。 「 」 。「
はつげん がい とくべつむずか か ん じ おも しょう おな ろ う あ

者」の「聾」は 難 しいので平仮名にするのはわかるが、障 害 者関係のボキャブラリーはどれ
しゃ ろう むずか ひ ら が な しょうがいしゃかんけい

もマイナスイメージ 「障 害 者」に対する社会の見方がプラスに変われば、漢字の表記は今の。
しょうがいしゃ たい しゃかい み か た か か ん じ ひょうき いま

ままでもいいということに落ち着くのではないか。
お ち つ

○ 発言 障 害を健 常ではない 普通ではないとする考え方が問題で 障 害を普通の対 極（ ） 、 、
はつげん しょうがい けんじょう ふ つ う かんがえかた もんだい しょうがい ふ つ う たいきょく

に置くという意識を変えることが必要だ 普通や健 常という言い方を変えれば 今の表記のま。 、
お い し き か ひつよう ふ つ う けんじょう い い か た か いま ひょうき

まで問題ない。社会を変えていくことにより、問題ない存在としたい。
もんだい しゃかい か もんだい そんざい

○（発言）市長になって障 害 者の「害」を平仮名とすることを提案し、関係条 例など500数
はつげん しちょう しょうがいしゃ がい ひ ら が な ていあん かんけいじょうれい すう

十 か所 に変えることを市議会において全会一致で決めた。表記の議論を｢障 がい」の平仮名
じゅうか し ょ しょう ひ ら が な か し ぎ か い ぜんかいい っ ち き ひょうき ぎ ろ ん

は、差別をなくし基本的人権を限りなく尊 重する制度をつくることの現われとして意義がある。
さ べ つ き ほ んてきじんけん かぎ そんちょう せ い ど あら い ぎ

○（発言）漢字で「聾」と書ける方が少ないので、ろうあ連盟は「ろうあ」を使っている。
はつげん か ん じ ろう か ほう すく れんめい つか

常 用漢字 表 に入れていただければありがたい。わたしたちの中で、障 害の手話表 現を変え
じょうようか ん じひょう い なか しょうがい し ゅ わひょうげん か

るかと提案したが議論にならず 日本語 が変わったとしても手話は変わらない また 私、 。の表記
ていあん ぎ ろ ん に ほ ん ご ひょうき か し ゅ わ か わたくし

どもは、障 害 者と呼ばれる立場を自覚し、今の社会で障 害 者への差別偏見をなくすことを
しょうがいしゃ よ た ち ば じ か く いま しゃかい しょうがいしゃ さ べ つへんけん

大切にしたいので、無理に表記は変える必要はない。
たいせつ む り ひょうき か ひつよう

○（発言）まるっきり単語を変えるのであれば少しは意味があるが、漢字を変えればいいのか。
はつげん た ん ご か すこ い み か ん じ か

障 害を 被 っているという意味で「被障 害 者」を提案したい。そうでなければ 「しょうが、
しょうがい こうむ い み ひ しょうがいしゃ ていあん



い」という単語、発音が変わる何かを生み出す必要がある。
た ん ご はつおん か なに う み だ ひつよう

○（発言（議論の整理 ）一般社会の障 害 者に対する呼び方と、障 害当事者が自分のことを）
はつげん ぎ ろ ん せ い り いっぱんしゃかい しょうがいしゃ たい よ び か た しょうがいとうじしゃ じ ぶ ん

どう表 現し社会に向けて発信するかは 若 干異なる問題 社会へ発信するときの選択幅とし、 。
ひょうげん しゃかい む はっしん じゃっかんこと もんだい しゃかい はっしん せんたくはば

、 」て 碍 が常 用漢字にないと 使いたい人にとっては差し障りがある 国語審議会、「 」 、 。 へ ｢碍
がい じょうようか ん じ つか ひと さ し さ わ こくごしんぎ か い がい

推進会議の意見を送るかどうかが求められている。を使えるようにすべきという意味で、
つか い み すいしんか い ぎ い け ん おく

推進会議の意見取りまとめの際に法律の表記としてどうするか整理しなければならない。
すいしんか い ぎ い け ん と さい ほうりつ ひょうき せ い り

事務局としては、一般国民を含め、もう少し意見をいただき、再度、皆さんに諮りたい（ 東
じむきょく いっぱんこくみん ふく も う す こ い け ん さ い ど みな はか ひがし

室 長 。）
しつちょう

議事 政治参加について
ぎ じ せ い じさ ん か

１ 選挙に関する情 報の保障
せんきょ かん じょうほう ほしょう

（選挙公報などの行 政の提 供する情 報についてどう 考 えるか ）…主な書面意見
せんきょこうほう ぎょうせい ていきょう じょうほう かんが おも しょめんい け ん

○ さまざまな種類の障 害に相応した利用可能な様式及び技術によって 適時に かつ追加の「 、 、
しゅるい しょうがい そうおう り よ う か の う ようしきおよ ぎじゅつ て き じ つ い か

費用を 伴 わず、一般公 衆向けの情 報を提 供する」とした権利条 約21 条 の趣旨を踏まえて、
ひ よ う ともな いっぱんこうしゅう む じょうほう ていきょう け ん りじょうやく じょう し ゅ し ふ

視覚障 害や盲ろう者 ろう者または知的障 害 者に対する情 報保障の重 要性が指摘されてい、
し か くしょうがい もうろ う し ゃ ろ う し ゃ ち て きしょうがいしゃ たい じょうほうほしょう じゅうようせい し て き

る （ほとんどの委員が同趣旨の意見）。
い い ん どうし ゅ し い け ん

○点字広報が自治体の裁 量に任されており地域間格差がある、公 職選挙法の規定によって
て ん じこうほう じ ち た い さいりょう まか ち い きかんか く さ こうしょくせんきょほう き て い

点字化が 妨 げられている、施設や精神科病 院などで 偏 った情 報が提 供されるケースがあ
て ん じ か さまた し せ つ せいしん か びょういん かたよ じょうほう ていきょう

る 点字や音声による情 報の内容が一般の情 報に比べて薄い 選挙に関するテレビに字幕が、 、
て ん じ おんせい じょうほう ないよう いっぱん じょうほう くら うす せんきょ かん じ ま く

ない 点訳とか音訳に時間がかかり過ぎて間に合わないことがある 公 職選挙法の規定により、 、
てんやく おんやく じ か ん す ま に あ こうしょくせんきょほう き て い

平易な言葉に置き換えることができないなどの問題点が指摘され、情 報提 供についての法的
へ い い こ と ば お き か もんだいてん し て き じょうほうていきょう ほうてき

な義務づけが必要と強 調する意見も出された。
ぎ む ひつよう きょうちょう い け ん だ

○（発言）選挙に関する情 報は最大限の保障をすべき。例えば拘置所にいて起訴前、つまり
はつげん せんきょ かん じょうほう さいだいげん ほしょう たと こうちしょ き そ まえ

推定無罪の段階で選挙に行けないのは人権の問題としておかしい。またたとえば住 民 票 が
すいていむ ざ い だんかい せんきょ い じんけん もんだい じゅうみんひょう

東 京２３区内にあって、郊外の精神科病 院に入 院している場合、区議会議員選挙のはがき
とうきょう く ない こうがい せいしん か びょういん にゅういん ば あ い く ぎ か い ぎ い んせんきょ

は来ない。こうした点をどう解決するのかという問題がある。
こ てん かいけつ もんだい

（政見放送などの選挙に関する情 報についてどう 考 えるか ）…主な書面意見
せいけんほうそう せんきょ かん じょうほう かんが おも しょめんい け ん

○全部の選挙の政見放送に 必 ずしも手話・字幕が付くわけではない 選挙活動において電話に、
ぜ ん ぶ せんきょ せいけんほうそう かなら し ゅ わ じ ま く つ せんきょかつどう で ん わ

よる勧誘は認められているがＦＡＸは禁止されている、政見放送に字幕を付与するには公 職
かんゆう みと き ん し せいけんほうそう じ ま く ふ よ こうしょく

選挙法等の改正が必要でハードルが高い ろう者が立候補した場合に政見放送で読み取り通訳、
せんきょほうとう かいせい ひつよう たか ろ う し ゃ りっこうほ ば あ い せいけんほうそう よ み と つうやく

をつけられないなどの問題点を指摘する意見が出された これを踏まえ 複数の委員より 適切。 、 、
もんだいてん し て き い け ん だ ふ ふくすう い い ん てきせつ

な情 報伝達方法を確保するための法的基盤が必要との意見。
じょうほうでんたつほうほう か く ほ ほうてきき ば ん ひつよう い け ん



○ 発言 政見放送も推進会議のように手話 字幕つきで 行 うのがスタンダードだというぐら（ ） 、
はつげん せいけんほうそう すいしんか い ぎ し ゅ わ じ ま く おこな

いまで踏み込むべき 党派を超えて この推進会議で示された合理的配慮を社会に広げる第一歩。 、
ふ み こ と う は こ すいしんか い ぎ しめ ごうりてきはいりょ しゃかい ひろ だいいっぽ

として、７月の参議院選挙から実施するべき。
しちがつ さんぎいんせんきょ じ っ し

○（発言）国会中 継と記者会見の字幕について、ＮＨＫから「本件に関するＮＨＫの聴 覚
はつげん こっかいちゅうけい き し ゃかいけん じ ま く ほんけん かん ちょうかく

障 害 者団体への回答では、内容の正確さに万全を図る必要があることは他の番組と同様です
しょうがいしゃだんたい かいとう ないよう せいかく ばんぜん はか ひつよう た ばんぐみ どうよう

が 政治的議論は 声の大 小 高低 間など 微妙なニュアンスも含めて伝えないと公平さが図、 、 、 、 、
せいじてきぎ ろ ん こえ だいしょう こうてい ま びみょう ふく つた こうへい はか

られないという側面があります。これらを生字幕で表 現することは、不可能に近いといえま
そくめん なまじ ま く ひょうげん ふ か の う ちか

す との回答を受けたが つまりこれからもずっと生字幕はつけられませんということだ 他。」 、 。
かいとう う なまじ ま く た

の多くの番組には生字幕がついているのに、なぜ政治的発言は生字幕ができないのか。生字幕
おお ばんぐみ なまじ ま く せいじてきはつげん なまじ ま く なまじ ま く

なしで１時間、２時間の国会中 継をずっと見ろというのは差別を通り越して虐 待ではないか。
いちじかん に じ か ん こっかいちゅうけい み さ べ つ と お り こ ぎゃくたい

改善が必要だ 米国の大 統 領選挙の際 オバマ候補は100％字幕を付け 対立候補は100％字幕。 、 、
かいぜん ひつよう べいこく だいとうりょうせんきょ さい こ う ほ じ ま く つ たいりっこうほ じ ま く

をやらなかった。また、TVコマーシャルに今まで字幕がついていなかったが、某社は日本で初
いま じ ま く ぼうしゃ に ほ ん はじ

めて字幕をつけた。 私 たちの団体としてはこの会社は 私 たちに優しい会社だということを
じ ま く わたくし だんたい かいしゃ わたくし やさ かいしゃ

ＰＲしたい。

（国会での議論に関する情 報についてどう 考 えるか ）…主な書面意見
こっかい ぎ ろ ん かん じょうほう かんが おも しょめんい け ん

○多くの意見は、国会における議論が障 害 者に伝わっていないという問題点を指摘。特に
おお い け ん こっかい ぎ ろ ん しょうがいしゃ つた もんだいてん し て き とく

国会中 継や記者会見では手話や字幕などを義務づけるべきとの意見。
こっかいちゅうけい き し ゃかいけん し ゅ わ じ ま く ぎ む い け ん

２ 選挙の仕組み
せんきょ し く

…主な（選挙権、被選挙権に関する欠格条 項（成年被後見人であること）をどう 考 えるか
せんきょけん ひ せんきょけん かん けっかくじょうこう せいねん ひ こうけんにん かんが おも

）書面意見
しょめんい け ん

○成年被後見人である場合には 選挙権も被選挙権も剥奪されるという欠格条 項は 改 めるべ、
せいねん ひ こうけんにん ば あ い せんきょけん ひ せんきょけん はくだつ けっかくじょうこう あらた

き （ほぼ全員が同趣旨の意見）。
ぜんいん どうし ゅ し い け ん

○（発言）成年後見によって選挙権が奪われるという欠格条 項は不当。7 月の参議院選挙か
はつげん せいねんこうけん せんきょけん うば けっかくじょうこう ふ と う しちがつ さんぎいんせんきょ

ら撤廃できないか。未だに地方公務員法で成年被後見人または被保佐人は公務員になれないた
てっぱい いま ち ほ うこうむいんほう せいねん ひ こうけんにん ひ ほ さ に ん こうむいん

め受験すらできない。知的障 害 者の公務員採用が徐々に広がりつつあるにもかかわらず、
じゅけん ち て きしょうがいしゃ こうむいんさいよう じょじょ ひろ

財産管理を後見人に手伝ってほしい場合は公務員試験すら受けられないという不合理が存在し
ざいさんか ん り こうけんにん て つ だ ば あ い こうむいんし け ん う ふ ご う り そんざい

ている。選挙権、被選挙権における制限は見直すべき。
せんきょけん ひ せんきょけん せいげん み な お

○ 発言 自分は 障 害のあるわが子の後見人になったが そうしたら選挙の時に初めて子ど（ ） 、 、
はつげん じ ぶ ん しょうがい こ こうけんにん せんきょ とき はじ こ

もが投 票できないことがわかり 驚 いた 早 急に改善してもらわないと 自分の子どもに対し。 、
とうひょう おどろ さっきゅう かいぜん じ ぶ ん こ に た い

ても申し訳ないという思いだ。
もうしわけ おも



○ 発言 後見人をつけることで 基本的な国民の権利である選挙権と被選挙権が剥奪される（ ） 、
はつげん こうけんにん き ほ んてき こくみん け ん り せんきょけん ひ せんきょけん はくだつ

という現 状を見直す必要がある。
げんじょう み な お ひつよう

○（発言）成年後見人の問題は欠格条 項の問題ではなく、成年後見制度に内在している
はつげん せいねんこうけんにん もんだい けっかくじょうこう もんだい せいねんこうけんせ い ど ないざい

法的能 力の不平等の問題だと 考 える。
ほうてきのうりょく ふびょうどう もんだい かんが

（投 票所への移動支援をどう 考 えるか ）…主な書面意見
とうひょうしょ い ど う し え ん かんが おも しょめんい け ん

○投 票所への移動支援は必要 （ほぼ全員が同趣旨の意見）。
とうひょうしょ い ど う し え ん ひつよう ぜんいん どうし ゅ し い け ん

○ 発言 議論の整理 投 票所への移動支援を提 供する根拠を日 常生活支援として位置づ（ （ ））
はつげん ぎ ろ ん せ い り とうひょうしょ い ど うし え ん ていきょう こんきょ にちじょうせいかつし え ん い ち

けるべきだという意見や、それとは別枠で公的な支援として位置づけるべきだという意見など
い け ん べつわく こうてき し え ん い ち い け ん

があり、議論が必要である （ 東 室 長）。
ぎ ろ ん ひつよう ひがししつちょう

（投 票所の物理的バリアーをどう 考 えるか ）…主な書面意見
とうひょうしょ ぶつりてき かんが おも しょめんい け ん

○複数の委員より、多くの場所で今でもバリアがあるという現 状認識が示された。
ふくすう い い ん おお ば し ょ いま げんじょうにんしき しめ

○物理的バリアは除去するべきである （ほぼ全員が同趣旨の意見）。
ぶつりてき じょきょ ぜんいん どうし ゅ し い け ん

○（発言）2007年の某紙地方版によると某市で 車 いすの女性が投 票を断念したとある。
はつげん ねん ぼ う しちほうばん ぼう し くるま じょせい とうひょう だんねん

投 票所が2階でエレベーターがないので男性職 員が4人で背負うと申し出たが、本人がこれを
とうひょうしょ かい だんせいしょくいん ひと せ お も う し で ほんにん

断 ったためだが、こういうことがあってはならない。なお、同市ではエレベーターがない２階
ことわ ど う し かい

に投 票所が設置されたところが２か所あったという記事も一緒に載っていた。
とうひょうしょ せ っ ち か し ょ き じ いっしょ の

（投 票所内での障 害に応じた必要な配慮をどう 考 えるか ）…主な書面意見
とうひょうしょない しょうがい おう ひつよう はいりょ かんが おも しょめんい け ん

○多くの委員が 知的障 害のある人や文字を書くのが困難な人への人的支援 他の容易な投 票、 、
おお い い ん ち て きしょうがい ひと も じ か こんなん ひと じんてきし え ん た よ う い とうひょう

のやり方への変更 代理・代筆の許容 筆談や手話通訳による支援等の配慮が必要であるとの、 、
や り か た へんこう だ い り だいひつ きょよう ひつだん し ゅ わつうやく し え んとう はいりょ ひつよう

意見。
い け ん

○ 発言 議論の整理 そうした支援をいかなる根拠に基づいて提 供していくのか 更なる議論（ （ ）） 、
はつげん ぎ ろ ん せ い り し え ん こんきょ もと ていきょう さら ぎ ろ ん

が必要 （ 東 室 長）。
ひつよう ひがししつちょう

○ 発言 知的障 害 者への合理的配慮として記号投 票を 衆 ・参の選挙でも導 入していただ（ ）
はつげん ち て きしょうがいしゃ ごうりてきはいりょ き ご うとうひょう しゅう さん せんきょ どうにゅう

きたい。また漢字が読めない人は、投 票所で候補者とその名前とを 必 ずしも一致させて認識
か ん じ よ ひと とうひょうしょ こ う ほもの な ま え かなら い っ ち にんしき

することができないため、中にも写真を掲示する必要がある。
なか しゃしん け い じ ひつよう



…主な（ （ ）投 票所内で投 票できない場合の現行の代替措置 郵便投 票など をどう 考 えるか
とうひょうしょない とうひょう ば あ い げんこう だいがえ そ ち ゆうびんとうひょう かんが おも

）書面意見
しょめんい け ん

○現行の郵便投 票制度について これまでその範囲を拡大してきたことを評価しつつも なお、 、
げんこう ゆうびんとうひょうせ い ど は ん い かくだい ひょうか

問題を解 消できていないことを指摘する意見。
もんだい かいしょう し て き い け ん

○施設や病 院における不在者投 票制度において不正問題が指摘されているという意見。
し せ つ びょういん ふざいしゃとうひょうせ い ど ふ せ いもんだい し て き い け ん

○ 発言 議論の整理 こうした問題を踏まえ 小手先の改善というよりも包括的な法的手立（ （ ）） 、
はつげん ぎ ろ ん せ い り もんだい ふ こ て さ き かいぜん ほうかつてき ほうてき て だ

てを議論する必要がある （ 東 室 長）。
ぎ ろ ん ひつよう ひがししつちょう

（点字投 票の場合における投 票の秘密をどう 考 えるか ）…主な書面意見
て ん じとうひょう ば あ い とうひょう ひ み つ かんが おも しょめんい け ん

○点字投 票に関しては守秘義務がある者が開 票すれば問題はないとする考え方もあるが、
て ん じとうひょう かん し ゅ ひ ぎ む もの かいひょう もんだい かんがえかた

点字投 票者の数が絶対的に少ないため特定されがちであるという問題に 鑑 み、投 票時から
て ん じとうひょうしゃ かず ぜったいてき すく とくてい もんだい かんが とうひょう じ

開 票時まで秘密が損なわれないような手段や工夫が必要であるとする意見。
かいひょう じ ひ み つ そこ しゅだん く ふ う ひつよう い け ん

３ 政治活動
せ い じかつどう

障 害 者が候補者としての選挙活動や政党の活動等に参加する際に必要な支援をどう 考 える（
しょうがいしゃ こ う ほもの せんきょかつどう せいとう かつどうとう さ ん か さい ひつよう し え ん かんが

か ）…主な書面意見
おも しょめんい け ん

○（書面意見）３つのレベルで 考 えるべきである。第１に、選挙活動の一般的な制限をその
しょめんい け ん かんが だい せんきょかつどう いっぱんてき せいげん

まま障 害 者に適用することによって 実質的には障 害 者の選挙活動が大きく損なわれるとい、
しょうがいしゃ てきよう じっしつてき しょうがいしゃ せんきょかつどう おお そこ

う問題、すなわち間接差別的な状 況が 生 じている問題をめぐる論点。第２に、選挙活動に
もんだい かんせつさ べ つてき じょうきょう しょう もんだい ろんてん だい せんきょかつどう

ついてどのような支援がなされれば、実質的に障 害のない人の選挙活動や政治活動と同等な
し え ん じっしつてき しょうがい ひと せんきょかつどう せ い じかつどう どうとう

ものができるのかという論点。 第３に、政党や団体の一員として活動する場合、政党や
ろんてん だい せいとう だんたい いちいん かつどう ば あ い せいとう

団体自身が障 害のある構成員に対してどういう配慮をすべきかという論点。
だんたいじ し ん しょうがい こうせいいん たい はいりょ ろんてん

○ 発言 議論の整理 第１の 制限の問題は 選挙活動の自由 表 現の自由にかかわる問題（ （ ）） 、 、 、
はつげん ぎ ろ ん せ い り だい せいげん もんだい せんきょかつどう じ ゆ う ひょうげん じ ゆ う もんだい

であって 差別の問題として 考 えるべきである 第２について 多くの委員は支援が必要だと、 。 、
さ べ つ もんだい かんが だい おお い い ん し え ん ひつよう

考 えているが 合理的配慮なのか公的介助サービスの一環なのか それとも別枠での公的支援、 、
かんが ごうりてきはいりょ こうてきかいじょ いっかん べつわく こうてきし え ん

として位置づけるのかは意見が分かれる。第３については、政党や所属団体が成すべき合理的
い ち い け ん わ だい せいとう しょぞくだんたい な ごうりてき

配慮の問題であるとする意見もあったが、第２の点と同様の整理が必要 （ 東 室 長）。
はいりょ もんだい い け ん だい てん どうよう せ い り ひつよう ひがししつちょう

○（発言）今の公 職選挙法は手話通訳者を運動員としているので、手話通訳３人を運動員と
はつげん いま こうしょくせんきょほう し ゅ わつうやくもの うんどういん し ゅ わつうやく ひと うんどういん

して採用すると選挙活動に必要な運動員がほかに置けなくなる また 聴 覚障 害 者は電話で。 、
さいよう せんきょかつどう ひつよう うんどういん お ちょうかくしょうがいしゃ で ん わ

呼びかけができないのに ＦＡＸやインターネットで投 票を呼びかけることは認められていな、
よ とうひょう よ みと

いため実質的に選挙活動ができないという状 況になっている 韓国では最近テレビの字幕や。
じっしつてき せんきょかつどう じょうきょう かんこく さいきん じ ま く

手話通訳が増えてきたが、日本でも字幕や手話通訳をつけることが普遍化されるべき。
し ゅ わつうやく ふ に ほ ん じ ま く し ゅ わつうやく ふ へ ん か



○（発言）候補者になった障 害 者が 自 らの移動への支援を 自 らの費用で 賄 うのは合理的
はつげん こ う ほしゃ しょうがいしゃ みずか い ど う し え ん みずか ひ よ う まかな ごうりてき

配慮の面から問題がある また 各政党は障 害 者を始めマイノリティーを一定の割合で候補者。 、
はいりょ めん もんだい かくせいとう しょうがいしゃ はじ いってい わりあい こ う ほしゃ

とするべきであり、その際の供 託金等は国が保障すべきである。
そ の さ い きょうたくきんとう くに ほしょう

４ 公的活動
こうてきかつどう

（障 害 者が福祉や教 育、人権等の公的活動を 行 う障 害 者の組織を結成し、参加する際に
しょうがいしゃ ふ く し きょういく じんけんとう こうてきかつどう おこな しょうがいしゃ そ し き けっせい さ ん か さい

必要な支援をどう 考 えるか ）…主な書面意見
ひつよう し え ん かんが おも しょめんい け ん

○ 発言 議論の整理 大きな社会的意義がある障 害 者団体の活動を支援していこうとする（ （ ））
はつげん ぎ ろ ん せ い り おお しゃかいてき い ぎ しょうがいしゃだんたい かつどう し え ん

世界的潮 流があることを認識すべきとの意見が多数出されている。他方、個人のレベルでの
せ か いてきちょうりゅう にんしき い け ん た す う だ た ほ う こ じ ん

支援と団体への支援とは分けて 考 えるべき。個人のレベルでは合理的配慮という位置づけが
し え ん だんたい し え ん わ かんが こ じ ん ごうりてきはいりょ い ち

可能だが、団体への合理的配慮という理屈づけは 難 しいのではないか （ 東 室 長）。
か の う だんたい ごうりてきはいりょ り く つ むずか ひがししつちょう

５ その他
た

○（発言）選挙時に各党からマニフェストが出るが振り仮名が振られておらず内容もわかりに
はつげん せんきょ じ かくとう で ふ り が な ふ ないよう

くいことがある 選挙はがきが来ても振り仮名がないなどわかりにくいため 投 票所がどこか、 、
せんきょ き ふ り が な とうひょうしょ

もわからないことがある、入 所施設での投 票については誘導されて選挙に行かされるような
にゅうしょし せ つ とうひょう ゆうどう せんきょ い

事件も発生しているなど、現実に問題が 生 じている。
じ け ん はっせい げんじつ もんだい しょう


