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第6回 障 がい者制度改革推進会議（2010年 3 月30日） 【議事要録】
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 司法手続きについて
ぎ じ し ほ う て つ づ

１司法手続きにおける障 害 者の位置づけ
し ほ う て つ づ しょうがいしゃ い ち

（障 害 者の権利条 約第13 条 は、手続 上 の配慮及び年齢に適した配慮が提 供
しょうがいしゃ け ん り じょうやくだい じょう てつづき じょう はいりょ およ ねんれい てき はいりょ ていきょう

されること等により、障 害 者が他の者と平 等に司法手続を効果的に利用する
とう しょうがいしゃ た もの びょうどう し ほ う てつづき こ う か て き り よ う

ことを確保するとしている。これに対し、日本の司法手続きは障 害 者に対す
か く ほ たい に ほ ん し ほ う て つ づ しょうがいしゃ たい

る「手続 上 の配慮及び年齢に適した配慮」を提 供していると 考 えるか、否
てつづき じょう はいりょ およ ねんれい てき はいりょ ていきょう かんが いな

か、まずは概括的なご意見を 賜 りたい。 ）…主な書面意見
がいかつ てき ご い け ん たまわ おも しょめん い け ん

○十 分な手続 上 の配慮及び年齢に適した配慮が提 供されていない、不十分で
じゅうぶん てつづき じょう はいりょ およ ねんれい てき はいりょ ていきょう ふじゅうぶん

ある（16名、ほぼ全員が同趣旨 。）
めい ぜんいん どう し ゅ し

２捜査段階における刑事手続き
そ う さ だんかい け い じ て つ づ

（１ 被疑者が逮捕される場合、警察官は権限のある裁判官が作成した逮捕状
ひ ぎ し ゃ た い ほ ば あ い けいさつかん けんげん さいばんかん さくせい たいほじょう

が存在することを示し、犯罪事実の要旨を告げることになるが、このような
そんざい しめ はんざい じ じ つ よ う し つ

…主な書面令 状主義は、障 害 者に対して有効に機能していると 考 えるか。
れいじょう し ゅ ぎ しょうがいしゃ に た い ゆうこう き の う かんが おも しょめん

）意見
い け ん

○障 害 者に令 状主義が有効に機能しておらず、特に知的障 害や視覚障 害のあ
しょうがいしゃ れいじょう し ゅ ぎ ゆうこう き の う とく ち て き しょうがい し か く しょうがい

る人について、情 報保障されていない（14名、ほぼ全員が同趣旨 。）
ひと じょうほう ほしょう めい ぜんいん どう し ゅ し

（２ 被疑者は、弁護人選任権や黙秘権の告知を受けることになるが、このよ
ひ ぎ し ゃ べ ん ご に ん せんにん けん も く ひ け ん こ く ち う

…主うな権利の告知が障 害 者に対して有効に機能していると 考 えるか、否か。
け ん り こ く ち しょうがいしゃ たい ゆうこう き の う かんが いな おも

）な書面意見
しょめん い け ん

○有効に機能しておらず 令 状主義に関して論じられた情 報保障と共 通の問題、
ゆうこう き の う れいじょう し ゅ ぎ かん ろん じょうほう ほしょう きょうつう もんだい

がある（14名、ほぼ全員が同趣旨 。障 害の特性に応じた情 報保障のための）
めい ぜんいん どう し ゅ し しょうがい とくせい おう じょうほう ほしょう

配慮が必要（手話通訳者や者、知的障 害 者の支援者などの立会いなど 。）
はいりょ ひつよう し ゅ わ つうやく しゃ しゃ ち て き しょうがいしゃ し え ん しゃ た ち あ

３ 被疑者に対する取り調べに際して 障害者に対して適正な取り調べが保障（ 、
ひ ぎ し ゃ たい と り し ら さい たい てきせい と り し ら ほしょう

されていると 考 えるか また 取調べの可視化 全面録画 についてご意見を 賜。 、 （ ）
かんが とりしら か し か ぜんめん ろ く が ご い け ん たまわ

りたい。 ）…主な書面意見
おも しょめん い け ん

○障 害に配慮した適正な取り調べが保障されていない（15名、ほぼ全員が同
しょうがい はいりょ てきせい と り し ら ほしょう めい ぜんいん どう

趣旨 。手話通訳者や筆記者、知的障 害 者に対する支援者の立会いなどの配慮）
し ゅ し し ゅ わ つうやく しゃ ひ っ き しゃ ち て き しょうがいしゃ たい し え ん しゃ た ち あ はいりょ

や、取調べの全面録画が必要。
とりしら ぜんめん ろ く が ひつよう

３公判段階における刑事手続き
こうはん だんかい け い じ て つ づ

（１ 取り調べにより自白すると書面が作成されるが、その自白に任意性がな
と り し ら じ は く しょめん さくせい じ は く に ん い せい

ければ、証拠として使えないことになる。捜査段階における障 害 者に対する
しょうこ つか そ う さ だんかい しょうがいしゃ たい

…主な取り調べ等に関して、任意性を否定すべき場合が存在するか、否か。
と り し ら とう に か ん に ん い せい ひ て い ば あ い そんざい いな おも

）書面意見
しょめん い け ん
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○取調べに関する問題点がある場合には、任意性を否定すべき場合が存在する
とりしら かん もんだいてん ば あ い に ん い せい ひ て い ば あ い そんざい

（15名、ほぼ全員が同趣旨 。）
めい ぜんいん どう し ゅ し

（２ 被告人や証 人が障 害 者の場合、質問や尋問が適正になされていると 考
ひ こ く に ん しょうにん しょうがいしゃ ば あ い しつもん じんもん てきせい かんが

えるか、否か。 ）…主な書面意見
いな おも しょめん い け ん

○尋問等が適正になされていない（15名、ほぼ全員が同趣旨 。）
じんもん とう てきせい めい ぜんいん どう し ゅ し

障 害それぞれに対応した適切な情 報提 供、その担保となる手話通訳者、
しょうがい たいおう てきせつ じょうほうていきょう た ん ぽ し ゅ わ つうやく しゃ

筆記者、知的障 害 者に対する支援者を介した取り調べや尋問が必要
ひ っ き しゃ ち て き しょうがいしゃ たい し え ん しゃ かい と り し ら じんもん ひつよう

） 、（多数 。手続き 上 の配慮を権利として保障することや、裁判官、検察官
た す う て つ づ じょう はいりょ け ん り ほしょう さいばんかん けんさつかん

弁護人の質問の仕方・威圧感をなくす工夫などが必要。
べ ん ご に ん しつもん し か た い あ つ かん く ふ う ひつよう

（３ 判決は宣告により告知されることになるが、判決内容の伝達や判決文の
はんけつ せんこく こ く ち はんけつ ないよう でんたつ はんけつ ぶん

交付が適正になされていると 考 えるか、否か。 ）…主な書面意見
こ う ふ てきせい かんが いな おも しょめん い け ん

○判決文は理解できる内容や言葉遣いでなされるべきである 点訳の判決が必要、
はんけつ ぶん り か い ないよう こ と ば づ か てんやく はんけつ ひつよう

）。であるなど、判決内容及びその伝達に障 壁がある（全体として13名、多数
はんけつ ないよう およ でんたつ しょうへき ぜんたい めい た す う

おおむね適正になされている、 著 しく不適正ではないという意見もあった。
てきせい いちじる ふ て き せ い い け ん

４受刑者の状 態
じゅけいしゃ じょうたい

、（１ ＩＱ69以下の受刑者～法務省の矯 正統計年報によれば、新受刑者のうち
い か じゅけいしゃ ほうむしょう きょうせい とうけい ねんぽう しん じゅけいしゃ

、知能指数69以下の人は22％を占めているとされている。片や、障 害 者白書では
ち の う し す う い か ひと し かた しょうがいしゃ はくしょ

知的障 害 者は0.4％とされている。両 者の判断基準が同一ではないため単 純
ち て き しょうがいしゃ りょうしゃ はんだん きじゅん どういつ たんじゅん

比較は出来ないが、なぜ、このような状 況なのか。 ）…主な書面意見
ひ か く で き じょうきょう おも しょめん い け ん

○司法手続で配慮がないため実刑にならずに済む事件で実刑になる、量 刑が
し ほ う てつづき はいりょ じっけい す じ け ん じっけい りょうけい

通 常より長期になる等の問題がある。裁判官、検察官、弁護人の無理解もそ
つうじょう ちょうき とう もんだい さいばんかん けんさつかん べ ん ご に ん む り か い

の原因。地域や職場の支援 、衣 食 住が保障されからこぼれ落ちてしまったため
げんいん ち い き しょくば し え ん いしょくじゅう ほしょう

ている刑務所に向かいやすいとの指摘があった （16名の委員より意見）。
け い む し ょ む めい い い ん い け ん

（２ 刑務所での合理的配慮～受刑 中 の障 害 者の処遇は適正になされていると
け い む し ょ ご う り て き はいりょ じゅけい ちゅう しょうがいしゃ しょぐう てきせい

考 えるか。 ）…主な書面意見
かんが おも しょめん い け ん

○知的障 害 発達障 害 精神障 害 聴 覚障 害のある人 更には 車 いす利用者、 、 、 、
ち て き しょうがい はったつ しょうがい せいしん しょうがい ちょうかくしょうがい ひと さら くるま り よ う しゃ

への合理的配慮がなされていない（多数 。物理的なアクセス、情 報面での）
ご う り て き はいりょ た す う ぶ つ り て き じょうほうめん

アクセス、医療面での配慮、刑務所職 員の研 修などの配慮が必要 （全体と。
いりょう めん はいりょ け い む し ょ しょくいん けんしゅう はいりょ ひつよう ぜんたい

して15名 。）
めい

５司法関係者に対する研 修
し ほ う かんけいしゃ たい けんしゅう

障 害 者の権利条 約第13 条 は 司法に係る分野に 携 わる者 警察官及び刑務官（ 、 （
しょうがいしゃ け ん り じょうやくだい じょう し ほ う かか ぶ ん や たずさ もの けいさつかん およ け い む か ん

を含む ）への適当な研 修を促進するとしているが、日本の司法関係者に対。
ふく てきとう けんしゅう そくしん に ほ ん し ほ う かんけいしゃ たい

する研 修が必要であると 考 えるか。 ）…主な書面意見
けんしゅう ひつよう かんが おも しょめん い け ん
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○研 修の必要がある（17名、全員が同趣旨 。障 害への理解を欠くことで問題）
けんしゅう ひつよう めい ぜんいん どう し ゅ し しょうがい り か い か もんだい

が 生 じているため、障 害の特性、手話言語や障 害に配慮したコミュニケー
しょう しょうがい とくせい し ゅ わ げ ん ご しょうがい はいりょ

ション、生活支援の基本などについての研 修や、薬物やアルコール依存など
せいかつ し え ん き ほ ん けんしゅう やくぶつ い ぞ ん

への理解が必要。
り か い ひつよう

６その他、民事訴訟、行 政訴訟手続きも含む問題
そ の た み ん じ そしょう ぎょうせい そしょう て つ づ ふく もんだい

（１ 損害額の認定～障 害 者の稼働能 力が低く認定される結果、逸失利益の
そんがい がく にんてい しょうがいしゃ か ど う のうりょく ひく にんてい け っ か い っ し つ り え き

認定が低く押さえられることについて、どう 考 えるか。 ）…主な書面意見
にんてい ひく お かんが おも しょめん い け ん

○低額な認定の不当性が指摘される（13名、ほぼ全員が同趣旨 。社会の障 壁）
ていがく にんてい ふ と う せい し て き めい ぜんいん どう し ゅ し しゃかい しょうへき

や支援不足から稼働能 力が低く認定される点を考慮しないまま定額の
し え ん ぶ そ く か ど う のうりょく ひく にんてい てん こうりょ ていがく

逸失利益を認定するのは差別。稼働能 力を逸失利益の算定に用いるとしても、
い っ し つ り え き にんてい さ べ つ か ど う のうりょく い っ し つ り え き さんてい もち

合理的配慮によって稼働できる状 態というものを想定して算 出すべき。
ご う り て き はいりょ か ど う じょうたい そうてい さんしゅつ

【司法手続きについての主な発言の要旨（一括 】）
し ほ う て つ づ おも はつげん よ う し いっかつ

○（発言）担当弁護士が障 害について知らない場合は安易に自白を信じて冤罪
はつげん たんとう べ ん ご し しょうがい し ば あ い あ ん い じ は く しん えんざい

になることがある。各弁護士会は障 害のある方が逮捕されたときの支援センタ
かく べ ん ご し かい しょうがい ほう た い ほ し え ん

ーのような取り組みをすべき また 障 害 者基本法に司法に関する権利等の明確。 、
と り く しょうがいしゃ き ほ ん ほう し ほ う かん け ん り とう めいかく

な指針を書くべき。
し し ん か

刑事施設拘禁法に関連して、受刑者への医療や接見交通権が保障されていない
け い じ し せ つ こうきん ほう かんれん じゅけいしゃ いりょう せっけん こうつう けん ほしょう

問題がある。接見交通権に関連しては、受刑者が手話を必要としても立会警察官、
もんだい せっけん こうつう けん かんれん じゅけいしゃ し ゅ わ ひつよう たちあい けいさつかん

刑務官が理解できない言語とされ、とり抑えられてしまう。知的障 害は他の
け い む か ん り か い げ ん ご と り お さ ち て き しょうがい た

受刑者からいじめられないよう独居拘禁で隔離されることがあるが、福祉とい
じゅけいしゃ どっきょ こうきん か く り ふ く し

う名の下に何らかの生活制限が継続すれば人権侵害だ。
な もと なん せいかつ せいげん けいぞく じんけん しんがい

犯罪報道については、犯罪と 全 く因果関係がなくともレッテルが貼られ病 名、
はんざい ほうどう はんざい まった い ん が かんけい は びょうめい

障 害名を特定して報道している。各報道機関に対する倫理規定に盛り込むべき。
しょうがいめい とくてい ほうどう かく ほうどう き か ん たい り ん り き て い も り こ

○ 発言 司法関係者に関する研 修は必須 精神障 害に関して偏見のある方が多（ ） 。
はつげん し ほ う かんけいしゃ かん けんしゅう ひ っ す せいしん しょうがい かん へんけん かた おお

い。裁判官や調 停委員など判断を下す方の障 害への理解は不可欠。医療で、
さいばんかん ちょうてい い い ん はんだん くだ かた しょうがい り か い ふ か け つ いりょう

服薬拒否できない状 態があり、インフォームド・コンセントの問題がある。
ふくやく き ょ ひ じょうたい もんだい

刑事訴訟法について、任意性にかかわらず自白のみでは証拠にならないことは
け い じ そしょう ほう に ん い せい じ は く しょうこ

明白。医療や司法の問題で根幹的な部分で、一般の人に対しても必要な原則。
めいはく いりょう し ほ う もんだい こんかん てき ぶ ぶ ん いっぱん ひと たい ひつよう げんそく

○（発言）責任能 力について、十 分な判断をする前提として知的障 害 者や
はつげん せきにん のうりょく じゅうぶん はんだん ぜんてい ち て き しょうがいしゃ

聴 覚障 害のある方、未教 育の方々に対する対応ができていない。改善に向け
ちょうかくしょうがい かた み きょういく かたがた たい たいおう かいぜん む

て、まず障 害に関する研 修は絶対的に必要。刑事訴訟法の責任能 力を厳格に
しょうがい かん けんしゅう ぜったいてき ひつよう け い じ そしょう ほう せきにん のうりょく げんかく

適応すべき。裁判所のための補助者と被疑者被告人のための補助者を分けるべ
てきおう さいばんしょ ほ じ ょ もの ひ ぎ し ゃ ひ こ く に ん ほ じ ょ もの わ
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き （竹下委員）。
たけした い い ん

○（発言）知的の障 害のある人が少しおかしい行動をして、警察に抑えつけら
はつげん ち て き しょうがい ひと すこ こうどう けいさつ おさ

れた事件もあった。いっぱい言われて何でも「はい」と言って警察に捕まって
じ け ん い なん い けいさつ つか

しまい、よく 考 えたら悪いことをしていない。警察に 私 たちの障 害のことを
かんが わる けいさつ わたくし しょうがい

理解する専門的な人が必要だ。
り か い せんもんてき ひと ひつよう

○（発言）教 育を十 分受けていない方、聞こえない方が冤罪等で捕まる例も多
はつげん きょういく じゅうぶん う かた き かた えんざい とう つか れい おお

い。国際的には裁判に手話通訳をつける費用は無料だが、日本の刑事訴訟法で
こくさいてき さいばん し ゅ わ つうやく ひ よ う むりょう に ほ ん け い じ そしょう ほう

は自己負担となっており、早 急に改正が必要。聞こえない人は弁護士に 断 ら
じ こ ふ た ん さっきゅう かいせい ひつよう き ひと べ ん ご し ことわ

れることも多いので、弁護士会として障 害についての研 修をして理解を広げる
おお べ ん ご し かい しょうがい けんしゅう り か い ひろ

べき。また、被告人が十 分理解できないままの自白は証拠能 力がないので公判
ひ こ く に ん じゅうぶん り か い じ は く しょうこ のうりょく

を打切るべきである。

○ 発言 冤罪事件等を防ぐためにも警察官 弁護士 司法関係者に対して障 害（ ） 、 、
はつげん えんざい じ け ん とう ふせ けいさつかん べ ん ご し し ほ う かんけいしゃ たい しょうがい

についての研 修を充 実させることが大事。手話通訳も聴 覚障 害 者の立場に立
けんしゅう じゅうじつ だ い じ し ゅ わ つうやく ちょうかくしょうがいしゃ た ち ば た

っていないことが多く、裁判所でも障 害のある被告人に対しての配慮は見られ
おお さいばんしょ しょうがい ひ こ く に ん たい はいりょ み

ない。裁判員制度について、見えない聞こえない人への情 報が不十分でどう関
さいばん いん せ い ど み き ひと じょうほう ふじゅうぶん かか

わっていいのかがわからない。

○（発言）裁判員制度が始まり全国60か所の裁判所に磁気誘導ループを設置し
はつげん さいばん いん せ い ど はじ ぜんこく か し ょ さいばんしょ じ き ゆうどう せ っ ち

たと刑事 局 から報告を受けた。裁判員の方だけでなく傍 聴席に貼ってあるか
け い じ きょく ほうこく う さいばん いん かた ぼうちょうせき は

確認したい。
かくにん

○ 発言 中途で脊髄損 傷になると一種一 級の死亡 扱 いの保険になり その後（ ） 、
はつげん ちゅうと せきずい そんしょう いっしゅ いっきゅう し ぼ う あつか ほ け ん そ の ご

に交通事故で運転ができない状 態になった時、更なる保障がない。
こうつう じ こ うんてん じょうたい とき さら ほしょう

○ 発言 2009年東京都内のホームレス調査で 知能指数70未満53％ 言語を使（ ） 、 、
はつげん ねん とうきょうと ない ちょうさ ち の う し す う み ま ん げ ん ご つか

う能 力が十 分でなくテストができなかった人もほかに多数との報告。必要な
のうりょく じゅうぶん ひと た す う ほうこく ひつよう

支援が受けられず会社や地域で弾き出されてしまうために、受刑者やホームレ
し え ん う かいしゃ ち い き は じ き だ じゅけいしゃ

スの中にかなり高い率で知的障 害のある人がいるということ。司法や福祉等、
なか たか りつ ち て き しょうがい ひと し ほ う ふ く し とう

制度の谷間の問題と総合的に関係することを示した重 要な数字。
せ い ど た に ま もんだい そうごうてき かんけい しめ じゅうよう す う じ

○（発言）刑務所の 中 の医療は非常に貧困で、精神科医の配置も極めて少ない。
はつげん け い む し ょ ちゅう いりょう ひじょう ひんこん せいしん か い は い ち きわ すく

医療刑務所では精神科の治療を受けることができるが仮釈 放がないので、一般
いりょう け い む し ょ せいしん か ちりょう う かり しゃくほう いっぱん

刑務所にいくことになる。
け い む し ょ
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○司法分野は非常にわかりにくく運動化しにくい また保守的 人権保障か侵害。 。
し ほ う ぶ ん や ひじょう うんどう か ほ し ゅ て き じんけん ほしょう しんがい

か分かれ道がこの分野。今日の議論では、まず障 害 者基本法の法律の中に明記
わ か れ み ち ぶ ん や き ょ う ぎ ろ ん しょうがいしゃ き ほ ん ほう ほうりつ なか め い き

する 現行の司法関連法律 刑事訴訟法 裁判所法 民事訴訟法等の改正 見直。 、 、 、 、
げんこう し ほ う かんれん ほうりつ け い じ そしょう ほう さいばんしょ ほう み ん じ そしょう ほう とう かいせい み な お

しをどうするか。それから差別禁止法創設の中でどう盛り込むか。トータルに
さ べ つ き ん し ほう そうせつ なか も り こ

合理的配慮をキーワードに深めていくことで、一旦整理させていただく（藤井
ご う り て き はいりょ ふか いったん せ い り ふ じ い

議長代理によるまとめ 。）
ぎちょう だ い り

議事 障害児支援について
ぎ じ しょうがいじ し え ん

基本的な考え方１
き ほ ん てき かんがえかた

（障 害 者権利条 約では障 害のある児童とない児童は平 等であると明記されて
しょうがいしゃ け ん り じょうやく しょうがい じ ど う じ ど う びょうどう め い き

いる。子どものを「障 害」という概念で括る前に個性・個人差として捉え，
こ しょうがい がいねん くく まえ こ せ い こ じ ん さ とら

児童福祉法における子ども施策の中に障害児の支援を位置づけることについて
じ ど う ふ く し ほう こ し さ く なか しょうがいじ し え ん い ち

…主な書面意見）どう 考 えるか。
かんが おも しょめん い け ん

○多数意見は障害児への支援は一般児童と区別せず、児童福祉法に基づくべき
た す う い け ん しょうがいじ し え ん いっぱん じ ど う く べ つ じ ど う ふ く し ほう もと

だという点で一致し異論はなかった。児童福祉法の児童の定義の見直しが必要
てん い っ ち い ろ ん じ ど う ふ く し ほう じ ど う て い ぎ み な お ひつよう

だという意見があった （全体として17名）。
い け ん ぜんたい めい

（障 害 者権利条 約では障 害のある児童の意見表 明権とその権利行使のための
しょうがいしゃ け ん り じょうやく しょうがい じ ど う い け ん ひょうめいけん け ん り こ う し

支援の必要性を規定しているが、この意見表 明権等を障 害 者基本法で明文化す
し え ん ひつよう せい き て い い け ん ひょうめいけん とう しょうがいしゃ き ほ ん ほう め い ぶ ん か

ることについてどう 考 えるか。 ）…主な書面意見
かんが おも しょめん い け ん

○ 障害児の意見表 明権を障 害 者基本法で明文化することについて、ほぼ全員
しょうがいじ い け ん ひょうめいけん しょうがいしゃ き ほ ん ほう め い ぶ ん か ぜんいん

が賛成した（全体として17名 。）
さんせい ぜんたい めい

（障 害 者権利 条 は早期のハビリテーションとリハビリテーションを規定してい
しょうがいしゃ け ん り じょう そ う き き て い

るが、障 害のある子どものハビリテーションとリハビリテーションを生活構造
しょうがい こ せいかつ こうぞう

…主な書面に沿って再編成し、シンプルにすることについてどう 考 えるか。
そ さい へんせい かんが おも しょめん

意見）
い け ん

○子どもの生活構造に沿った再編成とシンプル化をすることについて、多くの
こ せいかつ こうぞう そ さい へんせい か おお

委員が総論的に支持した 少 数意見として きめ細やかな支援をするために制度。 、
い い ん そうろん てき し じ しょうすう い け ん き め こ ま し え ん せ い ど

の複雑化は避けられない、子どもの側面と障害児の側面があるため複数の法律
ふくざつ か さ こ そくめん しょうがいじ そくめん ふくすう ほうりつ

で対処するのは仕方ない 子どもにはリハビリテーションは不要である等の意見、
たいしょ し か た こ ふ よ う とう い け ん

もあった。

出 生直後から乳幼児期の相談支援のあり方
しゅっしょう ちょくご にゅうようじ き そうだん し え ん あ り か た
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（ 障 害の）早期発見・早期療育」は医療・療 育に偏向しており、障 害のな「（
しょうがい そ う き はっけん そ う き いりょう りょういく へんこう しょうがい

い子どもとの分離・選別につながると指摘されているが、この点をどう 考 える
こ ぶ ん り せんべつ し て き てん かんが

か。 ）…主な書面意見
おも しょめん い け ん

○早期発見・早期療 育は障 害のない子どもとの分離・選別につながるという
そ う き はっけん そ う き りょういく しょうがい こ ぶ ん り せんべつ

意見と、そうではないという意見があった。両 者ともに、本来は必要な医療や
い け ん い け ん りょうしゃ ほんらい ひつよう いりょう

療 育が適切に提 供される必要があるということと、限りなく統合された社会
りょういく てきせつ ていきょう ひつよう かぎ とうごう しゃかい

環 境もしくは障 害特性に応じた言語環 境の 中 で支援が提 供されるべきであ
かんきょう しょうがい とくせい おう げ ん ご かんきょう ちゅう し え ん ていきょう

るという点で一致していた（全体として15名 。）
てん い っ ち ぜんたい めい

（ 早期発見・早期療 育」のもとで障 害を軽くする努力をすることが保護者の「
そ う き はっけん そ う き りょういく しょうがい かる どりょく ほ ご し ゃ

責任とされている現 況において、保護者の罪悪感を強め、責任感をあおる結果
せきにん げんきょう ほ ご し ゃ ざいあくかん つよ せきにんかん け っ か

につながる懸念があるとの指摘を踏まえ 「早期発見・早期支援」についてどう、
け ね ん し て き ふ そ う き はっけん そ う き し え ん

考 えるか。 ）…主な書面意見
かんが おも しょめん い け ん

○多数意見は、従 来の早期発見・早期療 育によって保護者は社会的孤立や
た す う い け ん じゅうらい そ う き はっけん そ う き りょういく ほ ご し ゃ しゃかいてき こ り つ

罪悪感を感じ、心理的な危機に 陥 る場合があるという点で一致していた。家族、
ざいあくかん かん し ん り て き き き おちい ば あ い てん い っ ち か ぞ く

保護者への支援や親相互のピアサポートが必要だとする意見や、専門家による
ほ ご し ゃ し え ん おや そ う ご ひつよう い け ん せ ん も ん か

否定的な情 報の提 供の在り方を問題視する意見があった（全体として16名 。）
ひ て い て き じょうほう ていきょう あ り か た もんだい し い け ん ぜんたい めい

（確 定診 断前の子どもや気になり始めた段 階での子どもの支援について、手続き
かくていしんだんまえ こ き な り は じ だんかい こ し え ん て つ づ

が申 請主義的であるためにタイムリーな支援が困 難となり、保護者が支援を辞退
しんせい し ゅ ぎ てき し え ん こんなん ほ ご し ゃ し え ん じ た い

するなどの懸念があるが、これについてどう 考 えるか ）。…主な書 面意見
け ね ん かんが おも しょめん い け ん

○多数は 障 害 者手帳を取得した後に障害児の支援を開始するのではなく 子育、 、
た す う しょうがいしゃ てちょう しゅとく あと しょうがいじ し え ん か い し こ そ だ

て支援の一環に障害児支援を位置づけるべきだとの意見だった この他に 本人。 、
し え ん いっかん しょうがいじ し え ん い ち い け ん こ の ほ か ほんにん

や家族の立場に立った相談支援、情 報提 供の重 要性、必要な支援を地域で受
か ぞ く た ち ば た そうだん し え ん じょうほうていきょう じゅうようせい ひつよう し え ん ち い き う

けられるような仕組みの構築が求められているという意見もあった （16名から。
し く こうちく もと い け ん めい

書面意見提 出 。）
しょめん い け ん ていしゅつ

（保護者の漠然とした不安を、障 害種別ごとに切り分けた支援サービスの仕組
ほ ご し ゃ ばくぜん ふ あ ん しょうがい しゅべつ き り わ し え ん し く

みにはめ込むことは保護者の心理面からも無理があるという指摘を踏まえ、
は め こ ほ ご し ゃ し ん り めん む り し て き ふ

相談支援の対応のあり方についてどう 考 えるか。 ）…主な書面意見
そうだん し え ん たいおう あ り か た かんが おも しょめん い け ん

○相談支援は障 害種別ごとに切り分けられるものではなく、切り分けないよう
そうだん し え ん しょうがい しゅべつ き り わ き り わ

な努力がなされているという指摘がある一方で、障 害種別ごと各種療 法が乱立
どりょく し て き いっぽう しょうがい しゅべつ かくしゅ りょうほう らんりつ

したり 支援が細分化されることが分離選別につながる可能性があるという意見、
し え ん さいぶん か ぶ ん り せんべつ か の う せ い い け ん

があった。聴 覚障 害のある子どもの特性に合わせた相談窓口が必要であるとい
ちょうかくしょうがい こ とくせい あ そうだん まどぐち ひつよう

う意見もあった。専門的な情 報だけでは保護者の不安は解 消しない、同じ地域
い け ん せんもんてき じょうほう ほ ご し ゃ ふ あ ん かいしょう おな ち い き
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で孤立しないように寄り添う支援が必要であるという意見があった （16名から。
こ り つ よ り そ し え ん ひつよう い け ん めい

書面意見提 出 。）
しょめん い け ん ていしゅつ

（地域での子育てに関する相 談はいろいろな関 係機関での実施が望ましく、また
ち い き こ そ だ かん そうだん かんけい き か ん じ っ し のぞ

それらの情 報が一元化されて関 係 者や関 係機関が一 緒に検 討できる場が必 要で
じょうほう い ち げ ん か かんけいしゃ かんけい き か ん いっしょ けんとう ば ひつよう

。あると言われているが、このことについて留 意点などを含めご意見を 賜 りたい
い りゅういてん ふく ご い け ん たまわ

）…主な書 面意見
おも しょめん い け ん

○多数は、地域での子育てに関する相 談は各 種機関で実施されること、また、
た す う ち い き こ そ だ かん そうだん かくしゅ き か ん じ っ し

総 合 的な相 談体 制が整備されることに賛 同していた。関 係機関の連 携に加え、親、
そうごうてき そうだんたいせい せ い び さんどう かんけい き か ん れんけい くわ おや

子ども、当事者相互の相 談体 制、社 会資源のネットワークとそのコーディネート
こ と う じ し ゃ そ う ご そうだんたいせい しゃかい し げ ん

の必 要性について指摘する意見があった。情 報の共 有化や一元化の際にはプ
ひつようせい し て き い け ん じょうほう きょうゆう か い ち げ ん か さい

ライバシーの問 題に配 慮すべきで、本 人や親の同意、承 諾が必 要であるという
もんだい はいりょ ほんにん おや ど う い しょうだく ひつよう

意見があった。
い け ん

就 学前の支援策のあり方
しゅうがくまえ し え ん さく あ り か た

（保育所での障害児の受け入れが年々増加しており、障害児の通園施設は専門
ほ い く し ょ しょうがいじ う け い ねんねん ぞ う か しょうがいじ つうえん し せ つ せんもん

機関としての機能の拡 充、例えば保育所等への巡 回指導などの機能を果たすこ
き か ん き の う かくじゅう たと ほ い く し ょ とう じゅんかい し ど う き の う は

とが求められている。障害児通園施設と児童デイサービスの機能を充 実させる
もと しょうがいじ つうえん し せ つ じ ど う き の う じゅうじつ

だけの財源を確保するために、個別給付とする必要があるという考え方がある
ざいげん か く ほ こ べ つ きゅうふ ひつよう かんがえかた

が、どうか。 ）…主な書面意見
おも しょめん い け ん

○通園施設については積 極、消 極意見の両 方があったが、通園施設による
つうえん し せ つ せっきょく しょうきょく い け ん りょうほう つうえん し せ つ

地域支援 コーディネート機能の重 要性については ほぼ異論はなかった 財源、 、 。
ち い き し え ん き の う じゅうようせい い ろ ん ざいげん

、を確保するために個別給付方式が妥当かどうかについては、議論が分かれたが
か く ほ こ べ つ きゅうふ ほうしき だ と う ぎ ろ ん わ

財源確保が必要であることについては異論はなかった（16名より書面意見 。）
ざいげん か く ほ ひつよう い ろ ん めい しょめん い け ん

（障 害の重 複化に対応して身近な地域で支援が受けられるようにするため、
しょうがい ちょうふく か たいおう み ぢ か ち い き し え ん う

障 害種別による区分をなくし通園施設を一元化すべきとの考え方があるが、こ
しょうがい しゅべつ く ぶ ん つうえん し せ つ い ち げ ん か かんがえかた

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

○障 害種別の区別をなくし、障 害のある子どもが地域の身近な通園施設に
しょうがい しゅべつ く べ つ しょうがい こ ち い き み ぢ か つうえん し せ つ

受け入れられるように一元化すべきとの意見が多かった。一方、専門性が確保
う け い い ち げ ん か い け ん おお いっぽう せんもん せい か く ほ

。されるのか、一元化では身近で利用可能な施設にはならないとの意見もあった
い ち げ ん か み ぢ か り よ う か の う し せ つ い け ん

また通園施設は不要である、地域支援としての機能を強化し在園者を暫時減ら
つうえん し せ つ ふ よ う ち い き し え ん き の う きょうか ざい えん もの ざ ん じ へ

していくべき、統合保育・統合幼稚園教 育が必要であるという意見もあった。
とうごう ほ い く とうごう よ う ち え ん きょういく ひつよう い け ん

市町村を基本とした相談支援体制について
しちょうそん き ほ ん そうだん し え ん たいせい

（身近な行 政が子どもの権利を一 層明 確に自覚することは重 要だが、小規模
み ぢ か ぎょうせい こ け ん り いっそうめいかく じ か く じゅうよう し ょ う き ぼ

な町 村では障 害のある子どもの数は少なく効果的・効 率的に支援するサービ
ちょうそん しょうがい こ かず すく こ う か て き こうりつてき し え ん
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スが質 的・ 量 的に保 障できるのかという論 点についてどう 考 えるか。町 村へ
しつてき りょうてき ほしょう ろんてん かんが ちょうそん

の相 談を専 門 的な相 談支援につなげる体 制を地域の実 情に応じてつくる場合の
そうだん せんもんてき そうだん し え ん たいせい ち い き じつじょう おう ば あ い

課題は何か。 ）…主な書 面意見
か だ い なに おも しょめん い け ん

○国、県、市町村の連携、広域での相談支援体制の構築、国による支援や
くに けん しちょうそん れんけい こういき そうだん し え ん たいせい こうちく くに し え ん

自治体自体が事業化すること、専門相談員による巡 回を実施すべきであるとい
じ ち た い じ た い じぎょう か せんもん そうだん いん じゅんかい じ っ し

う意見があった。また、自治体が相談支援を実施する際に利用者の立場に立つ
い け ん じ ち た い そうだん し え ん じ っ し さい り よ う もの た ち ば た

べきという意見があった（14名からの書面意見提 出 。）
い け ん めい しょめん い け ん ていしゅつ

（障 害 児には保健・医 療・福祉・教 育・就 労など様 々な関 係 者が支援を 行
しょうがいじ ほ け ん いりょう ふ く し きょういく しゅうろう さまざま かんけいしゃ し え ん おこな

う必 要がある。身近な地域でこうした様 々な分野の関 係 者の連 携の強 化を図る
ひつよう み ぢ か ち い き さまざま ぶ ん や かんけいしゃ れんけい きょうか はか

ため、地域自立支援協 議会の活 用（子ども部会の設置）等により関 係機関や
ち い き じ り つ し え ん きょうぎかい かつよう こ ぶ か い せ っ ち とう かんけい き か ん

。関 係 者間の連 携をつくっていくことが重 要とする意見についてどう 考 えるか
かんけいしゃかん れんけい じゅうよう い け ん かんが

）…主な書 面意見
おも しょめん い け ん

○自立支援協 議会は重 要だとする意見や地域によってその果たす機能に格差が
じ り つ し え ん きょうぎかい じゅうよう い け ん ち い き は き の う か く さ

あるという意見があった。支援する側だけではなく当事者団 体や地域団 体との
い け ん し え ん がわ と う じ し ゃ だんたい ち い き だんたい

連 携も必 要だ コーディネーターの役 割が重 要だという意見があった また 子、 。 、
れんけい ひつよう やくわり じゅうよう い け ん こ

どもの場合は自立支援協 議会の枠を超えた連 携が必 要だという意見もあった。
ば あ い じ り つ し え ん きょうぎかい わく こ れんけい ひつよう い け ん

（15名から書 面意見提 出）
めい しょめん い け ん ていしゅつ

【障 害 児支援についての主な発 言の要旨（一 括 】）
しょうがいじ し え ん おも はつげん よ う し いっかつ

○ハビリテーションとは何でしょうか。
なに

○リハビリテーションは障 害、病気のために能 力が 失 われた場合に、能 力や
しょうがい びょうき のうりょく うしな ば あ い のうりょく

人間としての誇りを 再 び取り戻すという意味。子どものときから障 害を持っ
にんげん ほこ ふたた と り も ど い み こ しょうがい も

ている人の場合には 「 再 び」を意味する「リ」は要らない。権利条 約は、ハ、
ひと ば あ い ふたた い み い け ん り じょうやく

ビリテーションという言葉で、子どものことを忘れないように強 調している
こ と ば こ わす きょうちょう

と理解している。
り か い

○ハビリテーションの政府仮訳は「適用のための技能の習 得」となっているが、
せ い ふ かり やく てきよう ぎ の う しゅうとく

新 しい能 力、参加の可能性を広げていくことを意味しているので、訳の変更
あたら のうりょく さ ん か か の う せ い ひろ い み やく へんこう

が必要だ。
ひつよう

○ハビリテーションは極めて良い言葉で、個性の創 出、個性を伸ばすと訳せる。
きわ よ こ と ば こ せ い そうしゅつ こ せ い の やく
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人間が持っている本来の 力 を伸ばすという意味なのだから、政府仮訳は間違っ
にんげん も ほんらい ちから の い み せ い ふ かり やく ま ち が

ている。

○医療モデルから社会モデルへという中で 考 えると、障害児については児童
いりょう しゃかい なか かんが しょうがいじ じ ど う

福祉法の中で討議することに賛成だ。子どもの障 害が分かると日本では医療的
ふ く し ほう なか と う ぎ さんせい こ しょうがい わ に ほ ん いりょう てき

な面が強 調され、ネガティブなアドバイスが（専門家から）親にされている。
めん きょうちょう せ ん も ん か おや

○早期発見 早期療 育が 障 害 者権利条 約第19 条 で言う特定の生活様式で生活、 、
そ う き はっけん そ う き りょういく しょうがいしゃ け ん り じょうやくだい じょう い とくてい せいかつ ようしき せいかつ

することの入り口になってきたことを反省し、転換が必要だ。インクルーシブ
い り ぐ ち はんせい てんかん ひつよう

教 育への転換を前提にして就 学前の支援を 考 える必要があり 地域の学校で学、
きょういく てんかん ぜんてい しゅうがくまえ し え ん かんが ひつよう ち い き がっこう まな

ぶことを基本として希望に応じて多様な選択を可能にするべきだ。自立支援
き ほ ん き ぼ う おう た よ う せんたく か の う じ り つ し え ん

協議会に障 害のある人や家族を明確に位置づけ、地域でインクルーシブな生活
きょうぎ かい しょうがい ひと か ぞ く めいかく い ち ち い き せいかつ

を送ることができることを示す必要がある。
おく しめ ひつよう

○性 急に障 害名や診断名を告げることや、各種の治療、教 育、訓練は、家族
せいきゅう しょうがいめい しんだん めい つ かくしゅ ちりょう きょういく くんれん か ぞ く

にとって望ましくない。家族がそれらに納得しない場合は効果を生まず、本人
のぞ か ぞ く なっとく ば あ い こ う か う ほんにん

と家族に焦りや失敗体験を引き起こし、子どもの成 長を阻害することが多い。
か ぞ く あせ しっぱい たいけん ひ き お こ せいちょう そ が い おお

相談支援は総合的にライフサイクルに沿って 行 われるべきだ。障 害のある子
そうだん し え ん そうごうてき そ おこな しょうがい こ

どもと共に生きる仕組みを作るべきだ。
と と も い し く つく

○精神障 害 者は６か月入 院すると社会生活が根こそぎにされ、障 害を受入れ
せいしん しょうがいしゃ か げ つ にゅういん しゃかい せいかつ ね しょうがい う け い

て社会生活を再構築しなければならない。だから精神障 害 者の場合はリハビリ
しゃかい せいかつ さい こうちく せいしん しょうがいしゃ ば あ い

テーションではなくハビリテーションだ もう一点は 子どもの権利条 約を日本。 、
いってん こ け ん り じょうやく に ほ ん

は批准しているが、それによって法律の文言が変わったという例は聞かない。
ひじゅん ほうりつ もんごん か れい き

条 約を批准することでどのようなメリットがあるのか、救 済されているのかを
じょうやく ひじゅん きゅうさい

きちんとしなければいけない。

○知的障 害や発達障 害から言うと通園施設での早期発見、早期療 育あるいは
ち て き しょうがい はったつ しょうがい い つうえん し せ つ そ う き はっけん そ う き りょういく

早期対応に悪いイメージを持っていない。支援の基本は家族を孤立させないこ
そ う き たいおう わる も し え ん き ほ ん か ぞ く こ り つ

とだ。児童の入 所施設が終 生保護になってきた歴史がある一方で、有期限の
じ ど う にゅうしょ し せ つ しゅうせい ほ ご れ き し いっぽう ゆ う き げん

社会的擁護の機能もあり、緊 急避難的な役割や家庭代替機能も果たしているこ
しゃかいてき よ う ご き の う きんきゅう ひ な ん てき やくわり か て い だ い た い き のう は

とを認識する必要がある。
にんしき ひつよう

○学齢前のインクルーシブな保育、療 育が必要だ。重い障 害を持っていても
がくれい まえ ほ い く りょういく ひつよう おも しょうがい も

一般の保育所に入れるようにし、そこにも医療や訓練などのスタッフを配置す
いっぱん ほ い く し ょ い いりょう くんれん は い ち
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、ることが必要だ。選べる状 況になってから通園施設を解 消するのなら良いが
ひつよう えら じょうきょう つうえん し せ つ かいしょう よ

通園施設をまずつぶすという発想は障 害のある子どもや家族の利益にならない。
つうえん し せ つ はっそう しょうがい こ か ぞ く り え き

○結論的には、通園施設は否定すべきではない。視覚障害児の場合、通 常の
けつろん てき つうえん し せ つ ひ て い し か く しょうがいじ ば あ い つうじょう

保育所と訓練等をする通園施設での保育の双方が必要だ。聴 覚障 害も同様だが、
ほ い く し ょ くんれん とう つうえん し せ つ ほ い く そうほう ひつよう ちょうかくしょうがい どうよう

通 常の保育所でコミュニケーション障 害を持った子どもへの特別の訓練や特別
つうじょう ほ い く し ょ しょうがい も こ とくべつ くんれん とくべつ

の認知能力を高めるための援助を 行 うことは現実には 難 しい。
にんちのうりょく たか えんじょ おこな げんじつ むずか

○通園施設を早 急に廃止するべきだ言っているのではないが、現実に通園施設
つうえん し せ つ さっきゅう は い し い げんじつ つうえん し せ つ

に入ると分離されてしまうという これをどう乗り越えるかが問題で 早期支援。 、
はい ぶ ん り の り こ もんだい そ う き し え ん

、は否定していない。児童福祉法に統合するべきという意見に基本的に賛成だが
ひ て い じ ど う ふ く し ほう とうごう い け ん き ほ ん てき さんせい

児童福祉法は子どもの権利条 約批准の際に見直されていない。意見表 明権につ
じ ど う ふ く し ほう こ け ん り じょうやく ひじゅん さい み な お い け ん ひょうめいけん

いては、支援を受けなければ子どもは意見を表 明しにくいが、オンブズパーソ
し え ん う こ い け ん ひょうめい

ンや第三者機関等、親からも中 立な支援をシステム化しなければいけない。
だい さん しゃ き か ん とう おや ちゅうりつ し え ん か

○連携が必要だが、実態として連携できない。ワンストップステーションのよ
れんけい ひつよう じったい れんけい

うに １か所に行けばすべてそこで用が足りるような仕組みを今後の総合福祉法、
か し ょ い よう た し く こ ん ご そうごう ふ く し ほう

との関係で整理すべきだ 連携をするためには社会資源が必要だが 過疎化が進。 、
かんけい せ い り れんけい しゃかい し げ ん ひつよう か そ か すす

んできている中で必要なサービスを提 供する仕組みをどのように担保するのか
なか ひつよう ていきょう し く た ん ぽ

検討しなければならない。
けんとう

○児童の権利条 約の批准の時に、日本は国内法を整備しなかった。児童福祉法
じ ど う け ん り じょうやく ひじゅん とき に ほ ん こくない ほう せ い び じ ど う ふ く し ほう

を進化、発展させて、子ども基本法にすべきだ。
し ん か はってん こ き ほ ん ほう

○子どもの問題は、児童福祉法で基本的にはやるべきだ。
こ もんだい じ ど う ふ く し ほう き ほ ん てき

議事 医療について
ぎ じ いりょう

精神医療と福祉に関わる法体系１．
せいしん いりょう ふ く し かか ほう たいけい

（医療法体系～精神医療は一般医療法に包摂し、精神保健福祉法という特別な
いりょう ほう たいけい せいしん いりょう いっぱん いりょう ほう ほうせつ せいしん ほ け ん ふ く し ほう とくべつ

医療法体系は見直すべきか ）。・・・主な書面意見
いりょう ほう たいけい み な お おも しょめん い け ん

○権利条 約の他の者との平 等を基礎とする理念から、精神医療は一般医療に
け ん り じょうやく た もの びょうどう き そ り ね ん せいしん いりょう いっぱん いりょう

包摂し精神保健福祉法という特別な医療法体系は見直すべきとして異論なし。
ほうせつ せいしん ほ け ん ふ く し ほう とくべつ いりょう ほう たいけい み な お い ろ ん

（17名 中 17名）
めい ちゅう めい

○ 発言 精神医療は一般医療に入れるべきだが 一般医療の現場での精神疾患（ ） 、
はつげん せいしん いりょう いっぱん いりょう い いっぱん いりょう げ ん ば せいしん しっかん
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への偏見差別は 甚 だしい。医療現場の医師、看護師等への研 修を強化する必要
へんけん さ べ つ はなは いりょう げ ん ば い し か ん ご し とう けんしゅう きょうか ひつよう

がある。

（福祉法体系～精神障 害 者福祉を総合福祉法に包摂すべきと 考 えるなら精神
ふ く し ほう たいけい せいしん しょうがいしゃ ふ く し そうごう ふ く し ほう ほうせつ かんが せいしん

保健福祉法は意義があるのか ）。・・・主な書面意見
ほ け ん ふ く し ほう い ぎ おも しょめん い け ん

○精神障 害 者福祉に関しても総合福祉法に包摂されるべきと 考 えるなら、精神
せいしん しょうがいしゃ ふ く し かん そうごう ふ く し ほう ほうせつ かんが せいしん

保健福祉法は福祉施策の独自の法体系としての意義があるのかという点につい
ほ け ん ふ く し ほう ふ く し し さ く ど く じ ほう たいけい い ぎ てん

て、18名の委員から意見が出されほぼ全員が（総合福祉法に並置して精神保健
めい い い ん い け ん だ ぜんいん そうごう ふ く し ほう へ い ち せいしん ほ け ん

福祉法を置くことの福祉施策における意義について）否定的な見解。
ふ く し ほう お ふ く し し さ く い ぎ ひ て い て き けんかい

○一部の委員は総合福祉法の性格や内容の検討が不十 分なので判断できないと
い ち ぶ い い ん そうごう ふ く し ほう せいかく ないよう けんとう じゅうぶん はんだん

の意見。
い け ん

精神障 害 者に対する強 制入 院２．
せいしん しょうがいしゃ たい きょうせいにゅういん

（措置入 院～精神保健福祉法は「自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれ」
そ ち にゅういん せいしん ほ け ん ふ く し ほう じ し ん きず また た に ん がい およ

を措置入 院の要件として挙げているが、これが権利条 約14 条 でいう「自由の
そ ち にゅういん ようけん あ け ん り じょうやく じょう じ ゆ う

はく奪」の根拠となるのか ）。・・・主な書面意見
は く だ つ こんきょ おも しょめん い け ん

○15名 中 10名の委員が根拠としては弱いまたは根拠にはならないとの意見。４
めい ちゅう めい い い ん こんきょ よわ こんきょ い け ん

名が根拠となるとしつつも厳格な適用が必要、措置入 院制度は人権侵害の場合
めい こんきょ げんかく てきよう ひつよう そ ち にゅういん せ い ど じんけん しんがい ば あ い

が多いなどの指摘をする。１人は自由のはく奪の根拠とすることには慎 重であ
おお し て き ひ と り じ ゆ う は く だ つ こんきょ しんちょう

るべきとの意見。以上のことから、法制度だけではなくて運用実態は権利
い け ん いじょう ほ う せ い ど うんよう じったい け ん り

条 約 上問題が多いという大枠では一致した。
じょうやくじょう もんだい おお おおわく い っ ち

○（発言） 命 に関わる場合に措置入 院が必要なこともあるが、早期支援によ
はつげん いのち かか ば あ い そ ち にゅういん ひつよう そ う き し え ん

って入 院しなくてすむような体制づくりが必要だ。
にゅういん たいせい ひつよう

（医療保護入 院（３３ 条 ）～精神保健福祉法は、保護者の同意があるときに
いりょう ほ ご にゅういん じょう せいしん ほ け ん ふ く し ほう ほ ご し ゃ ど う い

は本人の同意がなくてもその者を入 院させることができるとしているが、この
ほんにん ど う い もの にゅういん

要件が自由のはく奪の根拠となり得るのか ）。・・・主な書面意見
ようけん じ ゆ う は く だ つ こんきょ う おも しょめん い け ん

○17名 中 15名の委員が自由のはく奪の根拠としては弱いとの意見、１名が根拠
めい ちゅう めい い い ん じ ゆ う は く だ つ こんきょ よわ い け ん めい こんきょ

となる場合もあるが厳格に適用すべきとの意見、1名が本人の代理人たる弁護士
ば あ い げんかく てきよう い け ん めい ほんにん だ い り に ん べ ん ご し

などの立会いの下に判断されるべきとの意見だった。
た ち あ した はんだん い け ん

○（発言）医療保護入 院というのは差別に当たる。家族にすべての責任を負わ
はつげん いりょう ほ ご にゅういん さ べ つ あ か ぞ く せきにん お

せる保護者制度を廃止するべきだ。
ほ ご し ゃ せ い ど は い し
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（医療を受けさせるために入 院をさせる旨の決定～心神喪失等の状 態で重 大
いりょう う にゅういん むね けってい しんしんそうしつ とう じょうたい じゅうだい

な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律は「対 象行為を行った際
た が い こ う い い もの いりょう およ かんさつ とう かん ほうりつ たいしょう こ う い い さい

の精神障 害を改善し、これに 伴 って同様の行為を 行 うことなく、社会に復帰
せいしん しょうがい かいぜん ともな どうよう こ う い おこな しゃかい ふ っ き

することを促進するため、入 院をさせてこの法律による医療を受けさせる必要
そくしん にゅういん ほうりつ いりょう う ひつよう

があると認める場合」には、裁判所が医療を受けさせるために入 院させる旨の
みと ば あ い さいばんしょ いりょう う にゅういん むね

決定を下すことになっているが、この要件が自由のはく奪の根拠となる
けってい くだ ようけん じ ゆ う は く だ つ こんきょ

か ）・・・主な書面意見
おも しょめん い け ん

○16名 中 14名の委員が自由のはく奪の根拠としては消 極だった。1名は自由の
めい ちゅう めい い い ん じ ゆ う は く だ つ こんきょ しょうきょく めい じ ゆ う

はく奪の可能性がある、残る１名は自由のはく奪の根拠とすることには極めて
は く だ つ か の う せ い のこ めい じ ゆ う は く だ つ こんきょ きわ

慎 重であるべきとの意見。
しんちょう い け ん

精神障 害 者に対する強 制医療介 入３．
せいしん しょうがいしゃ たい きょうせい いりょう かいにゅう

（精神保健福祉法における強 制医療介 入～精神保健福祉法で規定されている
せいしん ほ け ん ふ く し ほう きょうせい いりょう かいにゅう せいしん ほ け ん ふ く し ほう き て い

強 制入 院に 伴 う治療に関しては、他の疾患との平 等を基礎として、患者本人
きょうせいにゅういん ともな ちりょう に か ん た しっかん びょうどう き そ かんじゃ ほんにん

の生命を守る緊 急医療が必要とされる場合など一般医療について強 制 的な
せいめい まも きんきゅう いりょう ひつよう ば あ い いっぱん いりょう きょうせいてき

介 入が必要な場合と同様に解し 精神障 害を理由とした特別な強 制的医療制度、
かいにゅう ひつよう ば あ い どうよう かい せいしん しょうがい り ゆ う とくべつ きょうせいてき いりょう せ い ど

を設けることを見直すべきか ）。・・・主な書面意見
もう み な お おも しょめん い け ん

○15名 中 13名の委員が見直しや今後の議論の必要性を主 張し 2名は強 制介 入、
めい ちゅう めい い い ん み な お こ ん ご ぎ ろ ん ひつよう せい しゅちょう めい きょうせいかいにゅう

を必要だとした。
ひつよう

（医療観察法における強 制医療介 入～医療観察法42 条 で「医療を受けさせる
いりょう かんさつ ほう きょうせい いりょう かいにゅう いりょう かんさつ ほう じょう いりょう う

ために入 院をさせる旨の決定を受けたもの」は43 条 により「入 院による医療
にゅういん むね けってい う じょう にゅういん いりょう

を受けなければならない」とされているが、これが権利条 約に違反する
う け ん り じょうやく い は ん

か ）。・・・主な書面意見
おも しょめん い け ん

○15名 中 10名の委員は権利条 約に違反するという意見だった。
めい ちゅう めい い い ん け ん り じょうやく い は ん い け ん

○その他、違反の可能性がある、入 院による医療を受けさせなければならない
そ の た い は ん か の う せ い にゅういん いりょう う

か議論が必要、刑法39 条 の規定とその運用の妥当性の検討や刑事施設において
ぎ ろ ん ひつよう けいほう じょう き て い うんよう だ と う せい けんとう け い じ し せ つ

適切な医療を受けることができない問題も併せて検討が必要、必要な医療を受
てきせつ いりょう う もんだい あわ けんとう ひつよう ひつよう いりょう う

ける権利とも 考 えられる、入 院による医療を義務づけることには慎 重である
け ん り かんが にゅういん いりょう ぎ む しんちょう

べきなどの意見があった。
い け ん

○（発言）精神疾患に対する差別、偏見がなくならない限り地域が受け取らな
はつげん せいしん しっかん たい さ べ つ へんけん かぎ ち い き う け と

いから地域医療は保障されず、患者を地域に出そうとしても部屋さえ貸しても
ち い き いりょう ほしょう かんじゃ ち い き だ へ や か
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らえない。また病気と犯罪に関して殊更に不安をあおる報道がまかり通ってい
びょうき はんざい に か ん ことさら ふ あ ん ほうどう ま か り と お

るが、これは差別として歯止めをかける必要がある。その上で刑罰を科すこと
さ べ つ は ど ひつよう うえ けいばつ か

ができない、もしくは刑事事件を犯した後の治療方法を、予防拘禁に当たらな
け い じ じ け ん おか あと ちりょう ほうほう よ ぼ う こうきん あ

いような 形 で検討するべきだ。
かたち けんとう

○ 発言 心神喪失は罰しない 心 神 耗 弱は減刑となっているのに 医療観察法（ ） 、 、
はつげん しんしんそうしつ ばっ しんしんこうじゃく げんけい いりょう かんさつ ほう

の施設には閉じ込める。これは自由を奪う一種の制裁だ。
し せ つ と じ こ じ ゆ う うば いっしゅ せいさい

医療サービスにおける差別的取り扱い４．
いりょう さ べ つ てき と り あ つ か

（精神医療の供 給体制～日本では精神科の医師数、看護師数を一般医療より
せいしん いりょう きょうきゅう たいせい に ほ ん せいしん か い し かず か ん ご し かず いっぱん いりょう

も少なくてよいとする精神科特例があるが、これは精神医療サービスにおいて
すく せいしん か とくれい せいしん いりょう

「他の者に提 供されるものと同一の範囲、質及び水 準」を提 供したと言える
た もの ていきょう どういつ は ん い しつ およ すいじゅん ていきょう い

か ）。・・・主な書面意見
おも しょめん い け ん

○17名全員が他の者に提 供されるのと同一の範囲、質及び水 準ではないとの
めい ぜんいん た もの ていきょう どういつ は ん い しつ およ すいじゅん

意見だった。
い け ん

一般病 院への入 院体制～医療法で精 神 病患者を精 神 病室でない病 室に入 院（
いっぱん びょういん にゅういん たいせい いりょう ほう せいしんびょう かんじゃ せいしんびょうしつ びょうしつ にゅういん

させないとしているため精神障 害 者は一般医療を享 受できないことがあるが、
せいしん しょうがいしゃ いっぱん いりょう きょうじゅ

これが他の者に提 供されるものと同一の範囲、質及び水 準を提 供したと言え
た もの ていきょう どういつ は ん い しつ およ すいじゅん ていきょう い

るか否か また障 害を理由とするあらゆる区別 排除または制限に該当するか否、 、
いな しょうがい り ゆ う く べ つ はいじょ せいげん がいとう いな

か ）。・・・主な書面意見
おも しょめん い け ん

○ほとんどの委員が現 状に否定的な評価をしている （15名が意見表 明）。
い い ん げんじょう ひ て い て き ひょうか めい い け ん ひょうめい

社会的入 院５．
しゃかいてき にゅういん

、（精 神 病院の入 院患者のうち７万人ほどが社会的入 院であるとされているが
せいしんびょういん にゅういん かんじゃ まんにん しゃかいてき にゅういん

治療の必要性がないにかかわらず、医療の分野で生活を送らざるを得ないこと
ちりょう ひつよう せい いりょう ぶ ん や せいかつ おく え

に関して、どう 考 えるか ）・・・主な書面意見
に か ん かんが おも しょめん い け ん

○社会的入 院については 意見表 明した18名全員が地域の受け皿を早 急に用意、
しゃかいてき にゅういん い け ん ひょうめい めい ぜんいん ち い き う け ざ ら さっきゅう よ う い

し、社会的入 院を解 消することが強く求められるという見解だった。
しゃかいてき にゅういん かいしょう つよ もと けんかい

○（発言）社会的入 院は障 害 者権利条 約第19 条 違反で差別に当たる。日本の
はつげん しゃかいてき にゅういん しょうがいしゃ け ん り じょうやくだい じょう い は ん さ べ つ あ に ほ ん

精神科病 院への平均在院日数は373日で諸外国の平均30日と比べて異常だ。
せいしん か びょういん へいきん ざい いん にっすう にち しょ がいこく へいきん にち くら いじょう

入 院医療中 心の政策から地域医療への移行という命題として解決していかなけ
にゅういん いりょう ちゅうしん せいさく ち い き いりょう い こ う めいだい かいけつ

ればならない。
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医療行為一般６．
いりょう こ う い いっぱん

（医療行為の定義が不明確であるため、在宅で生活している重度の障害児・者
いりょう こ う い て い ぎ ふ め い か く ざいたく せいかつ じゅうど しょうがいじ しゃ

が、家族の重い介護負担の下での生活を余儀なくされたり、社会参加を極度に
か ぞ く おも か い ご ふ た ん した せいかつ よ ぎ しゃかい さ ん か きょくど

・・・主な書面制限されたりしている現 状と対策についてどう 考 えるか
せいげん げんじょう たいさく かんが おも しょめん

）意見
い け ん

○14名の委員が意見表 明し、多くの委員は指導を受けることを前提とした 上
めい い い ん い け ん ひょうめい おお い い ん し ど う う ぜんてい じょう

で、介助者による医療行為を認めるべきとの意見だった。
かいじょ もの いりょう こ う い みと い け ん

○ 発言 地域生活と医療的ケアの問題でより重度の障 害 者の地域での自立が広（ ）
はつげん ち い き せいかつ いりょう てき もんだい じゅうど しょうがいしゃ ち い き じ り つ ひろ

がりつつあり、地域生活のための介助と併せて医療的ケアが得られるかどうか
ち い き せいかつ かいじょ あわ いりょう てき え

が重 要になっている。また重 心の人たちの地域移行が進んでいないが、スウェ
じゅうよう じゅうしん ひと ち い き い こ う すす

ーデンではパーソナルアシスタントという仕組みができて重 心の人たちも地域
し く じゅうしん ひと ち い き

で暮らせるようになった。
く

○ 発言 医療については権利条 約19 条 地域での生活と特定の生活様式で生活（ ） 「
はつげん いりょう け ん り じょうやく じょう ち い き せいかつ とくてい せいかつ ようしき せいかつ

する義務を負わない」に立 脚して 考 える必要がある。医療関係者以外はやっ
ぎ む お りっきゃく かんが ひつよう いりょう かんけいしゃ い が い

てはいけない医療行為がたくさんあるが、生活支援のための行為は介護者もで
いりょう こ う い せいかつ し え ん こ う い か い ご もの

きるようにするべき。

重度障害児の在宅移行７．
じゅうど しょうがいじ ざいたく い こ う

（・・日本では、入 院 中 の重度障害児の在宅移行が進まず、重 症心身障害児
に ほ ん にゅういんちゅう じゅうど しょうがいじ ざいたく い こ う すす じゅうしょう しんしん しょうがいじ

施設の増設が取りざたされている ・・・このような重度の障害児が在宅で暮ら。
し せ つ ぞうせつ と じゅうど しょうがいじ ざいたく く

・・・主なせない状 況は、障害児者本人にとって人権侵害であるか、否か
じょうきょう しょうがいじ もの ほんにん じんけん しんがい いな おも

）書面意見
しょめん い け ん

○重度の障害児が在宅で暮らせないという状 況は人権侵害であるとする意見
じゅうど しょうがいじ ざいたく く じょうきょう じんけん しんがい い け ん

が多かったが、現在は医療的ケアが在宅でできないから人権侵害とまでは言え
おお げんざい いりょう てき ざいたく じんけん しんがい い

ないという見解も多かった。
けんかい おお

○現 状がこうであるからやむを得ないということがいいのかどうかが問題とな
げんじょう や む を え もんだい

る （ 東 室 長意見）。
ひがし しつちょう い け ん

受診拒否８．
じゅしん き ょ ひ

（障害児・者が一般医療機関で受診拒否されることが少なくない ・・・このよ。
しょうがいじ しゃ いっぱん いりょう き か ん じゅしん き ょ ひ すく

うな実態と対策についてどう 考 えるか ）・・・主な書面意見
じったい たいさく かんが おも しょめん い け ん

○様々な差別的な受診拒否の実態が指摘された。改善方法として、医師に対す
さまざま さ べ つ てき じゅしん き ょ ひ じったい し て き かいぜん ほうほう い し たい
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る研 修や教 育を 行 うべき、本人に慣れたヘルパーやパーソナルアシスタント
けんしゅう きょういく おこな ほんにん な

をつけることで医療側の対応困難を軽減する、スロープなどの物理的障 壁など
いりょう がわ たいおう こんなん けいげん ぶ つ り て き しょうへき

病 院側の合理的配慮として解決すべき 医療へのアクセス権を保障すべき 受診、 、
びょういんがわ ご う り て き はいりょ かいけつ いりょう けん ほしょう じゅしん

のためのコミュニケーション支援を制度化すべき、受診拒否は差別なので差別
し え ん せ い ど か じゅしん き ょ ひ さ べ つ さ べ つ

禁止法で禁止する必要があるなどの意見があった。
き ん し ほう き ん し ひつよう い け ん

施設での滞 留化９．
し せ つ たいりゅう か

（・・・重 症児施設の施設給付費が高く、利用年齢の制限がないことも加味
じゅうしょう じ し せ つ し せ つ きゅうふ ひ たか り よ う ねんれい せいげん か み

されて重 症児施設の「滞 留化、加齢化、常時満床」の状 態をもたらしている
じゅうしょう じ し せ つ たいりゅう か か れ い か じょうじ まん ゆか じょうたい

と指摘されている。このような指摘を受けている現 状と対策についてどう 考
し て き し て き う げんじょう たいさく かんが

えるか ）・・・主な書面意見
おも しょめん い け ん

○24時間ヘルパー利用をして早 急に在宅移行を図るべきである、個人給付を
じ か ん り よ う さっきゅう ざいたく い こ う はか こ じ ん きゅうふ

原則として選択権を本人等に保障すべき、重度障 害 者向けの人手の厚いグルー
げんそく せんたく けん ほんにん とう ほしょう じゅうど しょうがいしゃ む ひ と で あつ

プホームの設置のみならずパーソナルアシスタント用いた単身生活等の可能性
せ っ ち もち たんしん せいかつ とう か の う せ い

も検討すべき、施設給付金の高さが施設への滞 留に関係しているとすればゆゆ
けんとう し せ つ きゅうふ きん たか し せ つ たいりゅう かんけい

しき問題だ、個別のケアマネジメントを強化して必要な支えを地域につくるべ
もんだい こ べ つ きょうか ひつよう ささ ち い き

き、施設から家族の下で暮らせる仕組みを構築する必要があるなどの意見があ
し せ つ か ぞ く もと く し く こうちく ひつよう い け ん

った。

自立支援医療における医療費１０．
じ り つ し え ん いりょう いりょう ひ

（障 害 者自立支援法では、更生医療、育成医療、精神通院医療と、それぞれ１
しょうがいしゃ じ り つ し え ん ほう こうせいいりょう いくせい いりょう せいしん つういん いりょう

割負担であり、また、精神科入 院医療費など制度の対 象外となっているものが
わり ふ た ん せいしん か にゅういん いりょう ひ せ い ど たいしょうがい

あるが、これについてどう 考 えるか ）・・・主な書面意見
かんが おも しょめん い け ん

○今回の低所得者層の負担軽減から自立支援医療が漏れているとの指摘があっ
こんかい てい しょとく しゃ そう ふ た ん けいげん じ り つ し え ん いりょう も し て き

た。保護者の年齢層が若いことに着 目すれば中 間所得層の負担について特に
ほ ご し ゃ ねんれいそう わか ちゃくもく ちゅうかん しょとく そう ふ た ん とく

配慮する必要がある、障 害のゆえに必要となる医療については基本的には無料
はいりょ ひつよう しょうがい ひつよう いりょう き ほ ん てき むりょう

化を推進すべきだ、精神の入 院は一般と同じ３割負担で不公平だという意見が
か すいしん せいしん にゅういん いっぱん おな わり ふ た ん ふ こ う へ い い け ん

あった。

（難 病のうち、特定疾患以外は、公費で医療を受けることができないが、これ
なんびょう とくてい しっかん い が い こ う ひ いりょう う

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

○特定疾患の範囲を拡大すべき、特定疾患だけでなく基本的には無料化を推進
とくてい しっかん は ん い かくだい とくてい しっかん き ほ ん てき むりょう か すいしん

すべき、すべて公費でまかなうべき、疾患名で指定する制度は変えるのが望ま
こ う ひ しっかん めい し て い せ い ど か のぞ

しい、税金を使う制度なので長期にわたる医療費負担に苦しむ人々を平 等に
ぜいきん つか せ い ど ちょうき いりょう ひ ふ た ん くる ひとびと びょうどう

扱 うべきとの意見があった。
あつかい い け ん
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（他の医療費助成制度との整合性を含め、医療費助成の統合化、一本化につい
た いりょう ひ じょせい せ い ど せいごう せい ふく いりょう ひ じょせい とうごう か い っ ぽ ん か

・・・主な書面意見）てはどう 考 えるか
かんが おも しょめん い け ん

○一本化すべきとの意見が多かったが、目的や対 象によって分けられた制度を
い っ ぽ ん か い け ん おお もくてき たいしょう わ せ い ど

一本化するのは現実的ではないとの意見もあった。
い っ ぽ ん か げんじつ てき い け ん

更生医療、育成医療、精神通院医療１１．
こうせいいりょう いくせい いりょう せいしん つういん いりょう

（障 害に係る医療支援が更生医療、育成医療、精神通院医療の３種に区分けさ
しょうがい かか いりょう し え ん こうせいいりょう いくせい いりょう せいしん つういん いりょう しゅ く わ

れているが、このような区分けに基づく申請手続きの違いや治療の範囲は適正
く わ もと しんせい て つ づ ちが ちりょう は ん い てきせい

であるか、どうか ）・・・主な書面意見
おも しょめん い け ん

○申請窓口が育成医療だけは都道府県となっているため遠くまでいかなければ
しんせい まどぐち いくせい いりょう と ど う ふ け ん とお

ならないこともある、制度の対 象として育成医療は身体的な障 害に限定されて
せ い ど たいしょう いくせい いりょう しんたい てき しょうがい げんてい

いる、制度周知が不足している、障 害の範囲が臓器別や疾患別に区分けされて
せ い ど しゅうち ぶ そ く しょうがい は ん い ぞ う き べつ しっかん べつ く わ

いることについて説明がない、根本的には障 害のある人に医療保障を 行 うた
せつめい こんぽんてき しょうがい ひと いりょう ほしょう おこな

めに更生医療・育成医療・精神通院医療という区別は廃止すべきである 一本化、
こうせいいりょう いくせい いりょう せいしん つういん いりょう く べ つ は い し い っ ぽ ん か

すべきだが強 制入 院については総合福祉法を適用せず全額公費負担とすべきで
きょうせいにゅういん そうごう ふ く し ほう てきよう ぜんがく こ う ひ ふ た ん

あるなどの意見があった。
い け ん


