
1 本意見書においては 「障害者 」は「障害児」を含むものとして使用している。* 、
ほんいけんしょ しょうがいしゃ しょうがいじ ふく しよう
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第１章 総 則
だ い しょう そ う そ く

第１節 理念・目的
だい せつ り ね ん もくてき

第１、理念
だい り ね ん

差別の禁止に関する新たな法律 以下 本法 という において理念規定を設け（ 、「 」 。）
さ べ つ き ん し かん あら ほうりつ い か ほんぽう り ね ん き て い もう

るに当たっては、以下の視点が重 要である。
あ い か し て ん じゅうよう

１、差別の解 消に向けた取組の重 要 性
さ べ つ かいしょう む とりくみ じゅうようせい

全ての国民が、障 害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と
すべ こくみん しょうがい う む わ へだ そ う ご じんかく

個性を尊 重し合いながら共 生する社会を実現するためには、障 害 者 が日 常*1
こ せ い そんちょう あ きょうせい しゃかい じつげん しょうがいしゃ にちじょう

、生活又は社会生活を営む上で直 面する社会的障 壁をなくすことが重 要であり
せいかつまた しゃかいせいかつ いとな うえ ちょくめん しゃかいてきしょうへき じゅうよう

なかでも、障 害 者の完全参加と平 等に大きな制約をもたらす見えざる社会的
しょうがいしゃ かんぜん さ ん か びょうどう おお せいやく み しゃかいてき

障 壁としての差別は早 急に解 消されなければならないこと。
しょうへき さ べ つ さっきゅう かいしょう

２、相手方を一方的に非難し制裁を加えようとするものではないこと
あいてがた いっぽうてき ひ な ん せいさい くわ

この差別をなくそうとする試みは、人類普遍の原理を希求するものであり、
さ べ つ こころ じんるいふ へ ん げ ん り ききゅう

。障 害の有無にかかわらず個人の尊厳を認め合う社会の実現に資するものである
しょうがい う む こ じ ん そんげん みと あ しゃかい じつげん し

ゆえに 本法は 差別者・被差別者という 形 で国民を切り分けてこれを固定化、 、
ほんぽう さべつしゃ ひ さ べ つ し ゃ かたち こくみん き わ こ て い か

、 、 、し 相手方を一方的に非難し制裁を加えようとするものであってはならず 今後
あいてがた いっぽうてき ひ な ん せいさい くわ こ ん ご

差別者・被差別者を作り出さないためにも、国民誰しもが理解し得る共 生社会
さべつしゃ ひ さ べ つ し ゃ つく だ こくみんだれ り か い え きょうせいしゃかい

の実現に向けた共 通のルールとして機能することが重 要であること。
じつげん む きょうつう き の う じゅうよう

３、差別の解 消がこれからの社会により活 力を与えるものであること
さ べ つ かいしょう しゃかい かつりょく あた

属性や能 力において多様性に富む個人により構成される社会において、それ
ぞくせい のうりょく たようせい と こ じ ん こうせい しゃかい

ぞれがその 力 を発揮し、お互いに支え合っていくには、その間に存する差異は
ちから は っ き たが ささ あ かん そん さ い

尊 重されるべきであり、障 害 者の完全参加と平 等の実現は、特に少子高齢化
そんちょう しょうがいしゃ かんぜんさ ん か びょうどう じつげん とく しょうしこうれいか

が進行する我が国にとって社会全体に活 力を与えるものであること。
しんこう わ くに しゃかいぜんたい かつりょく あた

第２、目的
だい もくてき

本法において目的規定を設けるに当たっては、以下の視点が重 要である。
ほんぽう もくてきき て い もう あ い か し て ん じゅうよう

１、行為規範（人々が行動する際の判断基準）の提示
こ う い き は ん ひとびと こうどう さい はんだんきじゅん て い じ

我が国において悪意を抱いて差別するといった事案は少ないと思われる。観念的
わ くに あ く い いだ さ べ つ じ あ ん すく おも かんねんてき

には差別はしてはならないという思いを抱きつつも、障 害又は障 害 者について
さ べ つ おも いだ しょうがいまた しょうがいしゃ
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の無理解や偏見又は固定化した概念やイメージにより差別的な行為に出てしまう
む り か い へんけんまた こ て い か がいねん さべつてき こ う い で

ことが多いことに鑑みると 本法は 国 地方公 共団体及びこれに従事する公務員、 、 、
おお かんが ほんぽう くに ち ほ うこうきょうだんたいおよ じゅうじ こうむいん

のほか、民間事業者、私人も含めた社会全般に対して、何が差別に当たるのかの
みんかんじぎょうしゃ し じ ん ふく しゃかいぜんぱん たい なに さ べ つ あ

判断の物差しを提 供することが求められる。このことを本法の目的に明示すべ
はんだん もの さ ていきょう もと ほんぽう もくてき め い じ

きである。

２、差別からの法的保護
さ べ つ ほうてき ほ ご

次に、差別的取扱いを受けても、これまで民法や刑法等の既存立法では解決が
つぎ さべつてきとりあつか う みんぽう けいほうとう き そ んりっぽう かいけつ

不十分であったことに鑑みると、本法が、私人を含む第三者による差別から個人
ふじゅうぶん かんが ほんぽう し じ ん ふく だいさんもの さ べ つ こ じ ん

を法的に保護することを目的とした立法であることを前提として その上で 相互、 、
ほうてき ほ ご もくてき りっぽう ぜんてい うえ そ う ご

の調 整や調 停等の話し合いを出 発 点とした簡易迅速に問題を解決する仕組み
ちょうせい ちょうていとう はな あ しゅっぱつてん か ん いじんそく もんだい かいけつ し く

を創設し、それでも解決できない場合には司法において解決するための法規範を
そうせつ かいけつ ば あ い し ほ う かいけつ ほうき は ん

定立することが重 要である。したがって、この点も本法の目的に掲げるべきで
ていりつ じゅうよう てん ほんぽう もくてき かか

ある。

３、国等の責務
くにとう せ き む

さらに ２も含め 差別の防止 啓発 相談体制等に関わる国等の責務を定める、 、 、 、
ふく さ べ つ ぼ う し けいはつ そうだんたいせいとう かか くにとう せ き む さだ

ことも本法の目的に掲げるべきである。
ほんぽう もくてき かか

４、共 生社会の実現
きょうせいしゃかい じつげん

後に、以上の措置を講ずることで、本法が差別を解 消し完全参加と平 等が
さ い ご いじょう そ ち こう ほんぽう さ べ つ かいしょう かんぜんさ ん か びょうどう

図られる共 生社会の実現に資することを明記すべきである。
はか きょうせいしゃかい じつげん し め い き



- -10

（第１章 総 則） 第２節 国等の責務

第２節 国等の責務
だい せつ くにとう せ き む

第１、国の基本的責務
だい くに きほんてき せ き む

１、差別防止に向けた調査、啓発等の取組
さ べ つ ぼ う し む ちょうさ けいはつとう とりくみ

本法の目的は障 害に基づく差別をなくすことにある。このため、国は、まず
ほんぽう もくてき しょうがい もと さ べ つ くに

は現 状を把握した上で差別行為の防止を図ることが求められる。
げんじょう は あ く うえ さ べ つ こ う い ぼ う し はか もと

、 。現 状を把握するためには 差別実態についての調査を行うことが必要である
げんじょう は あ く さ べ つじったい ちょうさ おこな ひつよう

その上で、これにより収 集された情 報を整理して施策の基礎に据えなければ
うえ しゅうしゅう じょうほう せ い り し さ く き そ す

ならない さらに これを一般に提 供し 関係事業者を含む国民に障 害 者の置か。 、 、
いっぱん ていきょう かんけいじぎょうしゃ ふく こくみん しょうがいしゃ お

れている状 況を明らかにすることが求められる。
じょうきょう あき もと

差別の防止に関しては 学校やその他の場面で障 害に対する正しい理解を含め、
さ べ つ ぼ う し かん がっこう た ば め ん しょうがい たい ただ り か い ふく

た啓発及びどのような行為が差別に当たるのかなどの知識の普及を含む総合的な
けいはつおよ こ う い さ べ つ あ ち し き ふきゅう ふく そうごうてき

施策を策定してこれを実施することが求められる。
し さ く さくてい じ っ し もと

２、ガイドラインの作成等
さくせいとう

本法は、国や地方公 共団体を含め、国民相互間の関係を規律することを目的
ほんぽう くに ち ほ うこうきょうだんたい ふく こくみんそうごかん かんけい き り つ もくてき

とするものであるので、本法に対する事業者を含む、国民の幅広い理解が必要と
ほんぽう たい じぎょうしゃ ふく こくみん はばひろ り か い ひつよう

なる。

このため、国は、これらの理解を広めるため本法に関する広報・情 報提 供に
くに り か い ひろ ほんぽう かん こうほう じょうほうていきょう

努めるとともに、本法の実効性を確保するために、不均等待遇や合理的配慮
つと ほんぽう じっこうせい か く ほ ふ きん とう たいぐう ご うり てき はいりょ

に関するガイドラインを作成してこれを広く周知しなければならない。
かん さくせい ひろ しゅうち

このガイドラインの作成においては 事業者 障 害 者 障 害 者の家族等の参画、 、 、
さくせい じぎょうしゃ しょうがいしゃ しょうがいしゃ か ぞ くとう さんかく

を図りつつ、状 況の変化に応じて見直していくことが求められる。
はか じょうきょう へ ん か おう み なお もと

また、国は、合理的配慮を実施する上での技術面や考え方等について、相談に
くに ごうりてきはいりょ じ っ し うえ ぎじゅつめん かんが かたとう そうだん

応じ、これに対し助言することが求められる。
おう たい じょげん もと

さらに、合理的配慮の実施に対する国の支援については、本法施行後、合理的
ごうりてきはいりょ じ っ し たい くに し え ん ほんぽうし こ う ご ごうりてき

配慮の実施に伴う負担の程度や過度の負担を伴うことで実施が困難となった事案
はいりょ じ っ し ともな ふ た ん て い ど か ど ふ た ん ともな じ っ し こんなん じ あ ん

の状 況等を検 証し、過度な負担により合理的配慮の実施が困難とならないた
じょうきょうとう けんしょう か ど ふ た ん ごうりてきはいりょ じ っ し こんなん

めの技術的支援、財政的支援、税制措置等を検討することが求められる。
ぎじゅつてきし え ん ざいせいてきし え ん ぜいせい そ ち とう けんとう もと

３、円滑な解決の仕組みの運用と状 況報告
えんかつ かいけつ し く うんよう じょうきょうほうこく

本法は、差別事案が発生した場合の実効性のある簡易で迅速な解決の仕組みを
ほんぽう さ べ つ じ あ ん はっせい ば あ い じっこうせい か ん い じんそく かいけつ し く

提 供するものである。
ていきょう

このため、国は、これらの仕組みが円滑に運用されるよう、その実施状 況を
くに し く えんかつ うんよう じ っ しじょうきょう



- -11

（第１章 総 則） 第２節 国等の責務

検 証するとともに 解決事案 未解決事案を含め 事案の種類 障 害の種別 問題、 、 、 、 、
けんしょう かいけつじ あ ん みかいけつ じ あ ん ふく じ あ ん しゅるい しょうがい しゅべつ もんだい

とされた分野等、差別実態の解明や事案の分析に必要な視点から整理された受理
ぶ ん やとう さ べ つじったい かいめい じ あ ん ぶんせき ひつよう し て ん せ い り じ ゅ り

、 。 、 、事案の概要を毎年度 公 表することが求められる なお 政策委員会において
じ あ ん がいよう まいねんど おおやけあらわ もと せいさくいいんかい

これを検 証することを検討すべきである。
けんしょう けんとう

４、関係機関の連携の確保
かんけいき か ん れんけい か く ほ

本法の対 象とする分野は多岐にわたり、その円滑な施行には関係機関が相互
ほんぽう たいしょう ぶ ん や た き えんかつ し こ う かんけいき か ん そ う ご

に協 力しつつ、それぞれの立場からの取組を進めることが必要である。
きょうりょく た ち ば とりくみ すす ひつよう

このため、国は、関係機関相互の連携を確保するための体制の整備等を行うこ
くに かんけいき か ん そ う ご れんけい か く ほ たいせい せ い びとう おこな

とが求められる。
もと

５、研 修及び人材育成
けんしゅうおよ じんざいいくせい

本法の円滑な施行のためには、関係機関の職 員等が障 害及び障 害に基づく
ほんぽう えんかつ し こ う かんけいき か ん しょくいんとう しょうがいおよ しょうがい もと

差別問題に関する専門的知識等に基づき、業務を行う必要がある。
さ べ つもんだい かん せんもんてきち し きとう もと ぎょうむ おこな ひつよう

このため、国は、関係機関の職 員等に対する研 修、必要な人材の育成を行う
くに かんけいき か ん しょくいんとう たい けんしゅう ひつよう じんざい いくせい おこな

ことが求められる。
もと

第２、国の基本的責務に関して特に留意を要する領 域
だい くに きほんてき せ き む かん とく りゅうい よう りょういき

当部会では、障 害に基づく差別に深く関連する重 要な分野として、下記の３つ
とうぶかい しょうがい もと さ べ つ ふか かんれん じゅうよう ぶ ん や か き

の領 域について議論を深めた。国が第１に掲げた基本的責務を履行するに当たっ
りょういき ぎ ろ ん ふか くに だい かか きほんてき せ き む り こ う あ

ては、以下の点に十 分に留意することが求められる。
い か てん じゅうぶん りゅうい もと

１、障 害女性
しょうがいじょせい

内閣府に置かれた男女共 同参画会議は、平成22年7月23日に取りまとめた「第
ないかくふ お だんじょきょうどうさんかくか い ぎ へいせい ねん がつ にち と だい

３次男女共 同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方（答申 」の中で）
じ だんじょきょうどうさんかく き ほ ん けいかくさくてい あ きほんてき かんが かた とうしん なか

「障 害のある女性は、障 害に加えて、女性であることで更に複合的に困難な
しょうがい じょせい しょうがい くわ じょせい さら ふくごうてき こんなん

状 況に置かれている」とした。これを受けて同年12月17日閣議決定された「第
じょうきょう お う どうねん がつ にちか く ぎけってい だい

３次男女共 同参画基本計画」は 「障 害のある女性は、障 害に加えて、女性で、
じ だんじょきょうどうさんかくき ほ んけいかく しょうがい じょせい しょうがい くわ じょせい

あることで更に複合的に困難な状 況に置かれている場合があることに留意する
さら ふくごうてき こんなん じょうきょう お ば あ い りゅうい

必要がある」としている。
ひつよう

このように男女共 同参画の分野では 「障 害のある女性」が取り上げられる、
だんじょきょうどうさんかく ぶ ん や しょうがい じょせい と あ

ようにはなったが 障 害 者に関わる統計には 現在も 男女別統計がほとんど示さ、 、 、
しょうがいしゃ かか とうけい げんざい だんじょべつとうけい しめ

れておらず、差別防止の観点を踏まえた具体的な施策の実施やモニタリングは
さ べ つ ぼ う し かんてん ふ ぐたいてき し さ く じ っ し

不足しているといわれている。
ふ そ く

同時に これまでの障 害 者施策には 差別や不利益を受けるリスクの高い女性、 、
ど う じ しょうがいしゃし さ く さ べ つ ふ り え き う たか じょせい

が置かれている実態を問題にする視点が欠落していた。
お じったい もんだい し て ん けつらく

このため 国は 障 害女性の複合的な困難が解 消されるよう 障 害女性の置か、 、 、
くに しょうがいじょせい ふくごうてき こんなん かいしょう しょうがいじょせい お
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れた状 況の実態調査を始めとして、基本的な責務として求められる各施策の
じょうきょう じったいちょうさ はじ きほんてき せ き む もと かくしさく

全てに障 害女性の複合的な困難を取り除くための適切な措置を取り入れること
すべ しょうがいじょせい ふくごうてき こんなん と のぞ てきせつ そ ち と い

が求められる。
もと

２、障 害に関連して行われるハラスメント
しょうがい かんれん おこな

障 害に関連して行われるいじめや嫌がらせ等のハラスメントは、障 害女性等
しょうがい かんれん おこな いや とう しょうがいじょせいとう

へのセクシャルハラスメントを含め、障 害 者の尊厳と誇りを奪い、著しく人格
ふく しょうがいしゃ そんげん ほこ うば いちじる じんかく

を損なう行為である。
そこ こ う い

このため、国は、学校、職場、施設、地域社会における障 害に関連して行わ
くに がっこう しょくば し せ つ ち い きしゃかい しょうがい かんれん おこな

れるハラスメントを防止するため、本法に基づく差別防止に関する施策に関し、
ぼ う し ほんぽう もと さ べ つ ぼ う し かん し さ く かん

障 害に関連して行われるハラスメントに対して適切に対処する措置をとるとと
しょうがい かんれん おこな たい てきせつ たいしょ そ ち

もに、本法の運用に当たっては、障 害 者虐 待の防止、障 害 者の養護者
ほんぽう うんよう あ しょうがいしゃ ぎゃくたい ぼ う し しょうがいしゃ よ う ご し ゃ

に対する支援等に関する法律（平成23年法律第79号、平成24年10月1日施行 、）
たい し え んとう かん ほうりつ へいせい ねんほうりつだい ごう へいせい ねん がつ にちし こ う

（ ）、配偶者からの暴 力の防止及び被害者の保護に関する法律 平成13年法律第31号
はいぐうしゃ ぼうりょく ぼ う しおよ ひがいしゃ ほ ご かん ほうりつ へいせい ねんほうりつだい ごう

児童虐 待の防止等に関する法律 平成12年法律第82号 とも連携した取組を行う（ ）
じ ど うぎゃくたい ぼ う しとう かん ほうりつ へいせい ねんほうりつだい ごう れんけい とりくみ おこな

ことが求められる。
もと

３、欠格条 項
けっかくじょうこう

障 害又は障 害に関連した事由によって国等が認定する資格の取得が制限される
しょうがいまた しょうがい かんれん じ ゆ う くにとう にんてい し か く しゅとく せいげん

となれば、障 害 者は当該資格が求められる生活分野から排除されることになる。
しょうがいしゃ とうがいし か く もと せいかつぶ ん や はいじょ

資格制度が設けられた趣旨や目的から見て、業務等の本質部分の遂行に必要な
し か く せ い ど もう し ゅ し もくてき み ぎょうむとう ほんしつぶ ぶ ん すいこう ひつよう

低限の要件や能 力に障 害の存在が影 響を及ぼさないにもかかわらず、障 害の
さいていげん ようけん のうりょく しょうがい そんざい えいきょう およ しょうがい

存在が資格取得の制限の理由とされることは、極めて不合理であり、差別的待遇と
そんざい し か くしゅとく せいげん り ゆ う きわ ふ ご う り さべつてきたいぐう

いわざるを得ない。
え

、 、現在 障 害の存在だけでこのような資格制限をするいわゆる絶対的欠格条 項は
げんざい しょうがい そんざい し か くせいげん ぜったいてきけっかくじょうこう

大幅に見直されてきてはいるものの、運用の在り方等によってはそうした結果を
おおはば み なお うんよう あ か た とう け っ か

引き起こさないとはいえない。
ひ お

このため、国としては、業務等の本質部分の遂行に必要な 低限の要件や能 力
くに ぎょうむとう ほんしつぶ ぶ ん すいこう ひつよう さいていげん ようけん のうりょく

に関わる制限の必要性を踏まえつつも、資格取得の認定の仕方や制度運用の実態を
かか せいげん ひつようせい ふ し か くしゅとく にんてい し か た せ い どうんよう じったい

引き続き検 証し、障 害に基づく差別の例外となる「正当化事由」の観点に照らし
ひ つづ けんしょう しょうがい もと さ べ つ れいがい せいとうかじ ゆ う かんてん て

て、必要な場合には適切な措置をとることが求められる。
ひつよう ば あ い てきせつ そ ち もと

第３、地方公 共団体の責務
だい ち ほ うこうきょうだんたい せ き む

地方公 共団体は 住 民の福祉の増進を図ることを基本として 地域における行 政、 、
ち ほ うこうきょうだんたい じゅうみん ふ く し ぞうしん はか き ほ ん ち い き ぎょうせい

を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとされている。
じしゅてき そうごうてき じ っ し やくわり ひろ にな

障 害 者の地域における生活支援は、もとより国とともに地方公 共団体の大きな
しょうがいしゃ ち い き せいかつし え ん くに ち ほ うこうきょうだんたい おお

役割であるが、地域生活を支援するためにも、障 害 者に対する地域における差別をな
やくわり ち い きせいかつ し え ん しょうがいしゃ たい ち い き さ べ つ
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くすことは、地方公 共団体が果たすべき重 要な役割である。
ち ほ うこうきょうだんたい は じゅうよう やくわり

、 、 、現に 地方公 共団体の中には 差別のない地域社会作りを目指す条 例を制定し
げん ち ほ うこうきょうだんたい なか さ べ つ ち い きしゃかいづ く り め ざ じょうれい せいてい

条 例に基づく救 済や解決の仕組みにより実際の差別問題に取り組むところも次第
じょうれい もと きゅうさい かいけつ し く じっさい さ べ つもんだい と く し だ い

に多くなってきているところである。
おお

これらの点に鑑みると 地方公 共団体は 国の基本的責務 及び 国の基本的責務、 、「 」 「
てん かんが ち ほ うこうきょうだんたい くに きほんてき せ き む およ くに きほんてき せ き む

に関して特に留意を要する領 域」に関し、国の立場においてのみ対応可能な事項
かん とく りゅうい よう りょういき かん くに た ち ば たいおうか の う じ こ う

を除いて 差別のない地域社会を作る主体として積 極 的な取組に努めることが求め、
のぞ さ べ つ ち い きしゃかい つく しゅたい せっきょくてき とりくみ つと もと

られる。

第４、国民の責務
だい こくみん せ き む

本法の円滑な施行には、民間事業者を含む国民各層における自主的な協 力が
ほんぽう えんかつ し こ う みんかんじぎょうしゃ ふく こくみんかくそう じしゅてき きょうりょく

必要であり、国民は本法の目的とする差別防止の重 要 性に関する理解を深め、国
ひつよう こくみん ほんぽう もくてき さ べ つ ぼ う し じゅうようせい かん り か い ふか くに

や地方公 共団体の施策に協 力するよう努めることが期待される。
ち ほ うこうきょうだんたい し さ く きょうりょく つと き た い



1 政府仮訳文では 障 害が 発展する概念であり 並びに障 害 者と障 害 者に対する態度及び環 境* 「 、 、
せ い ふかりやくぶん しょうがい はってん がいねん なら しょうがいしゃ しょうがいしゃ たい た い どおよ かんきょう

による障 壁との 間 の相互作用であって、障 害 者が他の者と平 等に社会に完全かつ効果的に参加
しょうへき あいだ そ う ご さ よ う しょうがいしゃ た もの びょうどう しゃかい かんぜん こうかてき さ ん か

persons withすることを妨げるものによって 生 ずることを認め とあるが ここでは 原文である」 、 、 「
さまた しょう み と め げんぶん

」に従い 「障 害 者」ではなく 「機能障 害のある人」と訳した。impairments 、 、
したが しょうがいしゃ き の うしょうがい ひと やく
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第３節 障害に基づく差別
だい せつ しょうがい もと さ べ つ

第１、障 害の定義
だい しょうがい て い ぎ

１、議論の背景
ぎ ろ ん はいけい

「障 害」の捉え方、特に障 害 者が負う社会的不利の原因を巡っては、従 来
しょうがい とら かた とく しょうがいしゃ お う しゃかいてき ふ り げんいん めぐ じゅうらい

から医学モデルと社会モデルという考え方があるとされている。
い が く しゃかい かんが かた

、 、「 、そのような中で 障 害 者権利条 約の前文では 障 害は発展する概念であり
なか しょうがいしゃけ ん りじょうやく ぜんぶん しょうがい はってん がいねん

機能障 害のある人と他の者との平 等を基礎として社会に完全にかつ効果的に
き の う しょうがい ひと た もの びょうどう き そ しゃかい かんぜん こうかてき

参加することを妨げる態度や環 境の障 壁との相互作用に起因するものであるこ
さ ん か さまた た い ど かんきょう しょうへき そ う ご さ よ う き い ん

とを認め 」るとされ、障 害が機能障 害（インペアメント）と社会的障 壁の
*1

みと しょうがい き の う しょうがい しゃかいてきしょうへき

相互作用から生まれるという考え方が示された。
そ う ご さ よ う う かんが かた しめ

もっとも、かかる視点を踏まえて平成23年に改正された障 害 者基本法第２ 条
し て ん ふ へいせい ねん かいせい しょうがいしゃきほんほうだい じょう

においては 身体障 害 知的障 害 精神障 害 発達障 害を含む その他の心身、「 、 、 （ 。）
しんたいしょうがい ち て きしょうがい せいしんしょうがい はったつしょうがい ふく た しんしん

の機能の障 害」を障 害とした上で、障 害 者を、これらの障 害がある者であっ
き の う しょうがい しょうがい うえ しょうがいしゃ しょうがい もの

て 「障 害及び社会的障 壁により継続的に日 常生活又は社会生活に相当な制限、
しょうがいおよ しゃかいてきしょうへき けいぞくてき にちじょうせいかつまた しゃかいせいかつ そうとう せいげん

を受ける状 態にあるもの」と定義している。
う じょうたい て い ぎ

したがって この定義では 障 害 そのものではなく 障 害 者 の定義の中、 「 」 、「 」
て い ぎ しょうがい しょうがいしゃ て い ぎ なか

に社会的障 壁が位置付けられることになった。
しゃかいてきしょうへき い ち づ

２、本法における障 害の定義に求められるもの
ほんぽう しょうがい て い ぎ もと

障 害についてはかように 障 害 の定義の中で社会的障 壁を考慮する考え方、「 」
しょうがい しょうがい て い ぎ なか しゃかいてきしょうへき こうりょ かんが かた

と「障 害 者」の定義の中で社会的障 壁を考慮する考え方があるが、本法におい
しょうがいしゃ て い ぎ なか しゃかいてきしょうへき こうりょ かんが かた ほんぽう

ては、本法の目的や趣旨から「障 害」の定義を検討する必要がある。
ほんぽう もくてき し ゅ し しょうがい て い ぎ けんとう ひつよう

まず 本法は障 害に基づく差別に特化した法律であるがゆえに 障 害 とは何、 「 」
ほんぽう しょうがい もと さ べ つ と っ か ほうりつ しょうがい なに

かを明らかにする必要がある もちろん 一言で 障 害 といっても実際の在り方。 、 「 」
あき ひつよう ひとこと しょうがい じっさい あ か た

は多様であり、また、医学の進歩や技術の革新等により変容し得る概念であるた
た よ う い が く し ん ぽ ぎじゅつ かくしんとう へんよう え がいねん

め、法律 上 の定義としてはある程度曖昧な内容を含むものとならざるを得ない
ほうりつじょう て い ぎ あ る て い ど あいまい ないよう ふく え

側面もある。
そくめん

しかしながら 本法は 様々な場面において 国 地方公 共団体及びこれに従事、 、 、 、
ほんぽう さまざま ば め ん くに ち ほ うこうきょうだんたいおよ じゅうじ

する公務員のほか 民間事業者 私人も含めた社会の行為規範 人々が行動する際、 、 （
こうむいん みんかんじぎょうしゃ し じ ん ふく しゃかい こ う い き は ん ひとびと こうどう さい

の判断基準）として機能することが求められるため、本法の基本的な概念で
はんだんきじゅん き の う もと ほんぽう き ほ ん て き がいねん
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ある「障 害」の意味については、誰しもが理解し得る一定の明確性が確保され
しょうがい い み だれ り か い え いってい めいかくせい か く ほ

る必要がある。
ひつよう

そういった観点に立つと「障 害」の中に社会的障 壁を盛り込む障 害 者権利
かんてん た しょうがい なか しゃかいてきしょうへき も こ しょうがいしゃけ ん り

条 約 上 の 障 害 の考え方を考慮しつつ 機能障 害 インペアメント に重き「 」 、 （ ）
じょうやくじょう しょうがい かんが かた こうりょ き の うしょうがい おも

を置いた障 害 者基本法 上 の「障 害」の考え方の方が「障 害」の内容を分かり
お しょうがいしゃきほんほうじょう しょうがい かんが かた ほう しょうがい ないよう わ

やすくより明確なものとして提示できると思われる。
めいかく て い じ おも

また、憲法や諸外国の立法例を見ても、差別が禁止される事由は、性や人種等
けんぽう しょがいこく りっぽうれい み さ べ つ き ん し じ ゆ う せい じんしゅとう

に見られるように、個人に関係した属性であり、それらの事由により差別されな
み こ じ ん かんけい ぞくせい じ ゆ う さ べ つ

いとされている。したがって、本法においても、個人の属性といった観点から
ほんぽう こ じ ん ぞくせい かんてん

「障 害」が定義されることが求められる。
しょうがい て い ぎ もと

このことは、個人の属性に社会的不利の原因を求めるものではなく、差別とい
こ じ ん ぞくせい しゃかいてき ふ り げんいん もと さ べ つ

う社会的障 壁の発生の契機となる事由を特定するに過ぎないものであるがゆえ
しゃかいてきしょうへき はっせい け い き じ ゆ う とくてい す

に、社会モデルの考え方と相反するものではない。
しゃかい かんが かた あいはん

そうした点に鑑みると 本法においては 障 害 者基本法を前提とした上で 心身、 、 、
てん かんが ほんぽう しょうがいしゃきほんほう ぜんてい うえ しんしん

の機能の障 害（インペアメント）を中 心とした「障 害」概念を採用すること
き の う しょうがい ちゅうしん しょうがい がいねん さいよう

が妥当である。
だ と う

３、障 害の限界事例に関する議論
しょうがい げんかいじ れ い かん ぎ ろ ん

障 害を主として「機能障 害」と理解した上で、例えば、日 常誰しも経験す
しょうがい しゅ き の うしょうがい り か い うえ たと にちじょうだれ けいけん

るような風邪に伴う軽微で一時的な機能障 害までも含むのか、又は、必ずしも
か ぜ ともな け い び いちじてき き の うしょうがい ふく また かなら

病気による肥満ではなく、医学的な意味での機能障 害はないが、極度に身体の
びょうき ひ ま ん いがくてき い み き の うしょうがい きょくど しんたい

大きな人が様々な社会生活 上 の制約を受ける場合にも本法の障 害の定義に含め
おお ひと さまざま しゃかいせいかつじょう せいやく う ば あ い ほんぽう しょうがい て い ぎ ふく

るべきでは、といった議論がなされた。
ぎ ろ ん

これらは、いずれについても重 要な議論ではあるが、現段階では、機能障 害
じゅうよう ぎ ろ ん げんだんかい き の うしょうがい

についての法 解 釈の余地を残しつつ、将 来の議論に委ねるべきである。なお、
ほうかいしゃく よ ち のこ しょうらい ぎ ろ ん ゆだ

本法にいう機能障 害は、世界保健機関（ ）の国際生活機能分類（ ）がWHO ICF
ほんぽう き の うしょうがい せ か い ほ け ん き か ん こくさいせいかつき の うぶんるい

機能障 害に含むとしている構造障 害も含まれる。したがって、容貌の障 害
き の う しょうがい ふく こうぞうしょうがい ふく ようぼう しょうがい

（ ）もこれに含まれると思われる。facial disfigurement
ふく おも

第２、禁止されるべき差別の形態
だい き ん し さ べ つ けいたい

１、障 害 者権利条 約とその実施
しょうがいしゃけ ん りじょうやく じ っ し

、「 、 、障 害 者権利条 約は 障 害を理由とするあらゆる区別 排除又は制限であって
しょうがいしゃけ ん りじょうやく しょうがい り ゆ う く べ つ はいじょまた せいげん

政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者
せいじてき けいざいてき しゃかいてき ぶんかてき しみんてき た ぶ ん や た もの

と平 等にすべての人権及び基本的自由を認識し、又は行使することを害し、又は
びょうどう じんけんおよ きほんてきじ ゆ う にんしき また こ う し がい また

妨げる目的又は効果を有するもの を差別とした上で 障 害を理由とする差別」 「
さまた もくてきまた こ う か ゆう さ べ つ うえ しょうがい り ゆ う さ べ つ
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には、あらゆる形態の差別（合理的配慮の否定を含む ）を含む」と規定してい。
けいたい さ べ つ ごうりてきはいりょ ひ て い ふく ふく き て い

る。

、 、本法においても このような権利条 約の規定や諸外国における立法例を踏まえ
ほんぽう け ん りじょうやく き て い しょがいこく りっぽうれい ふ

「合理的配慮の否定」を含むあらゆる形態の差別が禁止されるべきである。
ごうりてきはいりょ ひ て い ふく けいたい さ べ つ き ん し

ただ、その際、本法は、障 害に基づく差別に関して、国、地方公 共団体及び
さい ほんぽう しょうがい もと さ べ つ かん くに ち ほ うこうきょうだんたいおよ

これに従事する公務員のほか、民間事業者、私人も含めた社会全般に対し、行為
じゅうじ こうむいん みんかんじぎょうしゃ し じ ん ふく しゃかいぜんぱん たい こ う い

規範（人々が行動する際の判断基準）を示すことを目的とするものであるため、
き は ん ひとびと こうどう さい はんだんきじゅん しめ もくてき

立法に当たっては、どのような行為が禁止されるのか、どのような行為が求めら
りっぽう あ こ う い き ん し こ う い もと

れるのか、ができるだけ分かりやすい 形 で理解できるようなものであることが
わ かたち り か い

重 要である。
じゅうよう

なお 本意見書では 障 害 者権利条 約 上 の 合理的配慮の否定 という訳語、 、 「 」
ほんいけんしょ しょうがいしゃけ ん りじょうやくじょう ごうりてきはいりょ ひ て い や く ご

はなじみにくいので、以下 「合理的配慮の不提供 「合理的配慮を提 供しない、 」
い か ごうりてきはいりょ ふていきょう ごうりてきはいりょ ていきょう

こと 「合理的配慮をしないこと」等の言葉を当てることにする。」
ごうりてきはいりょ とう こ と ば あ

２、あらゆる形態の差別
けいたい さ べ つ

そこで当部会では、障 害 者権利条 約及び諸外国の立法例を参考にしてこの
とうぶかい しょうがいしゃ け ん り じょうやくおよ しょがいこく りっぽうれい さんこう

分野で禁止されているあらゆる形態の差別について検討を行った。
ぶ ん や き ん し けいたい さ べ つ けんとう おこな

検討の俎上にのった差別の形態としては 直 接差別 間接差別 関連 起因 差別、 、 、 （ ）
けんとう そじょう さ べ つ けいたい ちょくせつさ べ つ かんせつさ べ つ かんれん き い ん さ べ つ

（以下 「関連差別」という 、合理的配慮の不提供の四つの類型である。、 。）
い か かんれんさ べ つ ごうりてきはいりょ ふていきょう よっ るいけい

これらの類型は、諸外国においても必ずしも同じような定義が与えられている
るいけい しょがいこく かなら おな て い ぎ あた

とはいえず幅のある概念であるが、おおまかにいえば、主に下記のような場合を
はば がいねん おも か き ば あ い

指している。
さ

記
き

○ 直 接差別の類型においては、
ちょくせつさ べ つ るいけい

、 、 。障 害を理由とする区別 排除 制限等の異なる取扱いがなされる場合
しょうがい り ゆ う く べ つ はいじょ せいげんとう こと とりあつか ば あ い

○ 間接差別の類型においては、
かんせつさ べ つ るいけい

外形的には中 立の基準、規則、慣行ではあってもそれが適用されるこ
がいけいてき ちゅうりつ きじゅん き そ く かんこう てきよう

とにより結果的には他者に比較し不利益が生じる場合。
けっかてき た し ゃ ひ か く ふ り え き しょう ば あ い

○ 関連差別の類型においては、
かんれんさ べ つ るいけい

障 害に関連する事由を理由とする区別、排除、制限等の異なる取扱い
しょうがい かんれん じ ゆ う り ゆ う く べ つ はいじょ せいげんとう こと とりあつか

がなされる場合。
ば あ い

○ 合理的配慮の不提供の類型においては、
ごうりてきはいりょ ふていきょう るいけい

障 害 者に他の者と平 等な、権利の行使又は機会や待遇が確保されるに
しょうがいしゃ た もの びょうどう け ん り こ う しまた き か い たいぐう か く ほ

は、その者の必要に応じて現 状が変更されたり、調 整されたりするこ
もの ひつよう おう げんじょう へんこう ちょうせい

とが必要であるにもかかわらず、そのための措置が講じられない場合。
ひつよう そ ち こう ば あ い

第３、直 接差別、間接差別、関連差別の内容
だい ちょくせつさ べ つ かんせつさ べ つ かんれんさ べ つ ないよう
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以上の四つの類型のうち、合理的配慮の不提供は後に述べるが、それ以外の類型
いじょう よっ るいけい ごうりてきはいりょ ふていきょう あと の い が い るいけい

の具体的な内容は以下のとおりである。
ぐたいてき ないよう い か

１、直 接差別
ちょくせつさ べ つ

直 接差別とは、前記のとおり、障 害を理由とする区別、排除、制限等の
ちょくせつ さ べ つ ぜ ん き しょうがい り ゆ う く べ つ はいじょ せいげんとう

異なる取扱いがなされる場合である。
こと とりあつか ば あ い

例えば、精神障 害 者は、原則として飛行機の搭 乗はできませんといった場合が
たと せいしんしょうがいしゃ げんそく ひ こ う き とうじょう ば あ い

これに当たる 障 害 者の場合 何が起こるか分からない 障 害 者はきっと障 害。「 、 」「
あ しょうがいしゃ ば あ い なに お こ る わ しょうがいしゃ しょうがい

があるために○○することはできないだろう 「障 害 者は○○であるべきだ」とい」、
しょうがいしゃ

うような障 害又は障 害 者に対する無理解や偏見又は固定化した概念やイメージが
しょうがいまた しょうがいしゃ たい む り か い へんけんまた こ て い か がいねん

根底にあり それが 障 害を理由とする異なる取扱いという行為になって現れる場合、 、
こんてい しょうがい り ゆ う こと とりあつか こ う い あらわ ば あ い

がある。これが、本法において禁止されるべき差別の基本形態である。
ほんぽう き ん し さ べ つ き ほ んけいたい

ただ、さすがに障 害を直 接 的な理由とすることに躊 躇を覚えるのか、別の
しょうがい ちょくせつてき り ゆ う ちゅうちょ おぼ べつ

理由が持ち出される場合もある。こうした場合、外形 上 、又は表 面 上 どのよ
り ゆ う も だ ば あ い ば あ い がいけいじょう また ひょうめんじょう

うな理由が持ち出されているのかではなく、客 観 的にその理由が何であったの
り ゆ う も だ きゃっかんてき り ゆ う なに

かが問われることになる。
と

２、間接差別
かんせつさ べ つ

次に、間接差別とは、前記のとおり、外形的には中 立の基準、規則、慣行で
つぎ かんせつさ べ つ ぜ ん き がいけいてき ちゅうりつ きじゅん き そ く かんこう

はあってもそれが適用されることにより結果的には他者に比較し不利益が生じる
てきよう けっかてき た し ゃ ひ か く ふ り え き しょう

場合である。
ば あ い

例えば、勤務先の就 業規則にはマイカー通勤禁止という規定があるため、これ
たと きんむさき しゅうぎょうき そ く つうきんき ん し き て い

までは公 共交通機関を使って通勤し、会社では事務職を担当していた社員が、
こうきょうこうつうき か ん つ か っ つうきん かいしゃ じむしょく たんとう しゃいん

運悪く会社の慰安旅行で数名の同 僚とともに事故に遭い、両 足を切断してしまっ
うんわる かいしゃ い あ んりょこう すうめい どうりょう じ こ あ りょうあし せつだん

たという事例において、事務職の仕事自体は車いすでも何らこれまでと変わりなく
じ れ い じむしょく し ご と じ た い くるま なん か

こなすことができるものであったので、本人は仕事に戻ろうと思った。ところが、
ほんにん し ご と もど おも

これまで利用していた公 共交通機関が車いすでは利用できないため、マイカー通勤
り よ う こうきょうこうつうき か ん くるま り よ う つうきん

を希望したところ、会社側がマイカー通勤禁止を定める就 業規則を根拠に、この
き ぼ う かいしゃがわ つうきんき ん し さだ しゅうぎょうき そ く こんきょ

社員の希望を受け入れなかった このため、この社員は退 職せざるを得なかったと。
しゃいん き ぼ う う い しゃいん たいしょく え

いった場合、マイカー通勤禁止という就 業規則の文言は障 害 者の就 業を直 接
ば あ い つうきんき ん し しゅうぎょうき そ く もんごん しょうがいしゃ しゅうぎょう ちょくせつ

排除するものではなく、外形的には中 立 的であるといえる。
はいじょ がいけいてき ちゅうりつてき

しかし、この就 業規則を当該障 害 者に適用することで、この障 害 者は通勤
しゅうぎょうき そ く とうがいしょうがいしゃ てきよう しょうがいしゃ つうきん

手段を欠き、結果として、職場復帰の機会が奪われることになる。しかも、この
しゅだん か け っ か しょくばふ っ き き か い うば

不利益は、同じく事故に遭って入 院したが後遺症の残らなかった他の同 僚と
ふ り え き おな じ こ あ にゅういん こういしょう のこ た どうりょう

比較すると、この両 足を切断した社員だけが不利益を被ったといえる。
ひ か く りょうあし せつだん しゃいん ふ り え き こうむ

このような場合に、障 害 者になった社員については、障 害が残ったから復 職を
ば あ い しょうがいしゃ しゃいん しょうがい のこ ふくしょく
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認めない、他の社員は、障 害が残らなかったから復 職を認めるといった障 害の
みと た しゃいん しょうがい のこ ふくしょく みと しょうがい

有無を直 接 的な理由として他と異なる取扱いをしたわけではなく、あくまでも、
う む ちょくせつてき り ゆ う た こと とりあつか

。就 業規則でマイカー通勤が禁止されているからだと相手方は主 張するであろう
しゅうぎょうき そ く つうきん き ん し あいてがた しゅちょう

しかし、結果において見るならば、障 害 者だけが退 職せざるを得なかったわ
け っ か み しょうがいしゃ たいしょく え

けであるから、実質的には障 害 者だけを解雇する、すなわち、障 害を理由とし
じっしつてき しょうがいしゃ か い こ しょうがい り ゆ う

て他と異なる取扱いを行うことと同じなのである。このような事例からもわかる
た こと とりあつか おこな おな じ れ い

ように、間接差別も差別であるとされたのである。
かんせつさ べ つ さ べ つ

３、関連差別
かんれんさ べ つ

、 、 、 、さらに 関連差別とは 前記のとおり 障 害に関連する事由を理由とする区別
かんれんさ べ つ ぜ ん き しょうがい かんれん じ ゆ う り ゆ う く べ つ

排除又は制限等の異なる取扱いがなされる場合である。
はいじょまた せいげんとう こと とりあつか ば あ い

例えば、あなたが車いすを使っているからうちのお店の利用は困ると言ってい
たと くるま つか みせ り よ う こま い

るだけで あなたに障 害があるからという理由ではありませんと説明される場合、
しょうがい り ゆ う せつめい ば あ い

においても 障 害と車いすの使用は 相互に無関係ではあり得ない 車いすを使用、 、 。
しょうがい くるま し よ う そ う ご むかんけい え くるま し よ う

していることを理由とする異なる取扱いがあれば、それが障 害に関連する事由
り ゆ う こと とりあつか しょうがい かんれん じ ゆ う

であるため、障 害を理由とする異なる取扱いと同様の結果が生じるのである。
しょうがい り ゆ う こと とりあつか どうよう け っ か しょう

そこで、障 害に関連する事由を理由とする場合も、差別であるとされているの
しょうがい かんれん じ ゆ う り ゆ う ば あ い さ べ つ

である。

その点を障 害の捉え方との関係でいえば、そもそも、世界保健機関( )がWHO
てん しょうがい とら かた かんけい せ か い ほ け ん き か ん

示した国際障 害分類( )は 疾病の諸帰結 として 疾病により機能障 害ICIDH 、「 」 、
しめ こくさいしょうがいぶんるい しっぺい しょきけつ しっぺい き の うしょうがい

( )が発生しそれが能 力障 害( )を生むことにより障 害 者にimpairments disabilities
はっせい のうりょくしょうがい う しょうがいしゃ

社会的不利( )が発生するという考え方を提示したが、現在においては、handicaps
しゃかいてき ふ り はっせい かんが かた ていじ げんざい

社会モデルの影 響を受け、環 境因子との相互作用という概念を取り入れた国際
しゃかい えいきょう う かんきょうい ん し そ う ご さ よ う がいねん と い こくさい

生活機能分類( )へと改訂されていることは周知のとおりである。ICF
せいかつき の うぶんるい かいてい しゅうち

したがって、社会的障 壁等の環 境要因を考慮しないまま機能障 害の存在の
しゃかいてきしょうへきとう かんきょうよういん こうりょ き の うしょうがい そんざい

みによって能 力障 害が発生する、あるいは社会的不利を被るといった理解は、
のうりょくしょうがい はっせい しゃかいてき ふ り こうむ り か い

一面的であり 誤った過去の見解といわざるを得ない しかし 反面 能 力障 害、 。 、 、
いちめんてき あやま か こ けんかい え はんめん のうりょくしょうがい

あるいは社会的不利の発生に機能障 害が一つの要素として影 響を与えているこ
しゃかいてき ふ り はっせい き の うしょうがい ひと よ う そ えいきょう あた

と自体は否定しがたい現実でもある。
じ た い ひ て い げんじつ

仮に機能障 害が機能障 害にとどまり、他に何らの影 響を与えないものであ
か り に き の うしょうがい き の うしょうがい た なん えいきょう あた

、 、 （ ）れば 差別類型としても 障 害そのものを理由とする異なる取扱い 直 接差別
さ べ つるいけい しょうがい り ゆ う こと とりあつか ちょくせつさ べ つ

のみを対 象にすれば事足りるはずである。しかしながら、能 力障 害あるいは
たいしょう こと た のうりょくしょうがい

社会的不利が機能障 害の影 響の下にあるとすれば、機能障 害に関連して発生
しゃかいてき ふ り き の うしょうがい えいきょう もと き の うしょうがい かんれん はっせい

する能 力障 害や社会的不利に関わる事由を理由とする社会的排除が発生する
のうりょくしょうがい しゃかいてき ふ り かか じ ゆ う り ゆ う しゃかいてきはいじょ はっせい

と、それは結 局 「機能障 害」のある人を排除する結果となるのである。、
けっきょく き の うしょうがい ひと はいじょ け っ か

第４、直 接差別、間接差別、関連差別の関係についての検討
だい ちょくせつさ べ つ かんせつさ べ つ かんれんさ べ つ かんけい けんとう
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これらを前提に、差別禁止部会では、後に述べる合理的配慮の不提供も含め、そ
ぜんてい さ べ つ き ん し ぶ か い のち の ごうりてきはいりょ ふていきょう ふく

れぞれの類型の有用性や守備範囲、類型相互の違いや関係等が検討された。なかで
るいけい ゆうようせい し ゅ び は ん い るいけいそ う ご ちが かんけいとう けんとう

も、直 接差別、間接差別、関連差別については、あまりにいろいろな類型がある
ちょくせつさ べ つ かんせつさ べ つ かんれんさ べ つ るいけい

と行為規範として分かりづらく、多くの人の理解を得がたいのではないかといった
こ う い き は ん わ おお ひと り か い え

観点から、これらを包括的にまとめる方向での議論が行われた。
かんてん ほうかつてき ほうこう ぎ ろ ん おこな

１、間接差別と関連差別の関係
かんせつさ べ つ かんれんさ べ つ かんけい

間接差別は、前記のとおり、外形的には中 立の基準、規則、慣行ではあって
かんせつさ べ つ ぜ ん き がいけいてき ちゅうりつ きじゅん き そ く かんこう

もそれが適用されることにより結果的には他者に比較し不利益が生じる場合であ
てきよう けっかてき た し ゃ ひ か く ふ り え き しょう ば あ い

るが、なぜ中 立 的な基準等の適用が障 害 者のみに不利益を与える事態が生じる
ちゅうりつてき きじゅんとう てきよう しょうがいしゃ ふ り え き あた じ た い しょう

かといった観点から考察すると それは 適用される基準 規則 慣行の中に 障 害、 、 、 、 、
かんてん こうさつ てきよう きじゅん き そ く かんこう なか しょうがい

そのものを問題とする条 項や内容がなくとも、障 害と関連する事由を問題とす
もんだい じょうこう ないよう しょうがい かんれん じ ゆ う もんだい

る条 項や内容がある場合には 実質的に障 害 者を排除する結果 効果 を生じる、 （ ）
じょうこう ないよう ば あ い じっしつてき しょうがいしゃ はいじょ け っ か こ う か しょう

からである。

したがって、適用する基準等の面からいえば、直 接障 害を理由とするもので
てきよう きじゅんとう めん ちょくせつしょうがい り ゆ う

はないため、間接的な形態の差別といいうるが、他方、問題となる事由から見れ
かんせつてき けいたい さ べ つ た ほ う もんだい じ ゆ う み

、 。ば 障 害に関連した事由を理由とする差別の形態と評価することも可能である
しょうがい かんれん じ ゆ う り ゆ う さ べ つ けいたい ひょうか か の う

具体的な事例をみても、例えば、盲導犬を伴った視覚障 害 者が、レストラン
ぐたいてき じ れ い たと もうどうけん ともな し か くしょうがいしゃ

の入 店を拒否された事案において、犬の同伴は一般的に断っているといった
にゅうてん き ょ ひ じ あ ん いぬ どうはん いっぱんてき ことわ

外形的には中 立 的な規則の適用により視覚障 害 者だけが排除される事態は、
がいけいてき ちゅうりつてき き そ く てきよう し か く しょうがいしゃ はいじょ じ た い

間接差別の問題として扱うことも可能である。しかし、同時に、盲導犬の同伴は
かんせつさ べ つ もんだい あつか か の う ど う じ もうどうけん どうはん

視覚障 害に関連するものであるため 視覚障 害という機能障 害に関連する事由、
し か くしょうがい かんれん し か くしょうがい き の うしょうがい かんれん じ ゆ う

による差別と構成することも可能である。
さ べ つ こうせい か の う

このように 間接差別は 障 害に関連する事由を理由とする関連差別と基本的、 、
かんせつさ べ つ しょうがい かんれん じ ゆ う り ゆ う かんれんさ べ つ きほんてき

な部分で重なり合うものと評価できる。したがって、関連差別のほかに、一般に
ぶ ぶ ん かさ あ ひょうか かんれんさ べ つ いっぱん

理解が困難であるといわれている間接差別を独自の類型として規定する意味は
り か い こんなん かんせつ さ べ つ ど く じ るいけい き て い い み

少なく、間接差別は関連差別の類型に統合するのが適切である。
すく かんせつさ べ つ かんれんさ べ つ るいけい とうごう てきせつ

なお、この場合、間接差別に当たる実態が法の規定から漏れることがないよう
ば あ い かんせつさ べ つ あ じったい ほう き て い も

十 分配慮されなければならない。
じゅうぶんはいりょ

２、直 接差別と関連差別の関係
ちょくせつさ べ つ かんれんさ べ つ かんけい

その上で、直 接差別は障 害を直 接理由とする場合、関連差別は障 害そのも
うえ ちょくせつさ べ つ しょうがい ちょくせつり ゆ う ば あ い かんれんさ べ つ しょうがい

のではなく 障 害に関連する事由を理由とする場合を指すものとして 別個独自、 、
しょうがい かんれん じ ゆ う り ゆ う ば あ い さ べ っ こ ど く じ

に規定する方法もあり得るであろうが 実際に見るとそれが障 害そのものを理由、
き て い ほうほう え じっさい み しょうがい り ゆ う

とする場合であるのか、それとも障 害に関連する事由を理由とする場合である
ば あ い しょうがい かんれん じ ゆ う り ゆ う ば あ い

のか、その区別が困難な場合もある。
く べ つ こんなん ば あ い
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そうした点に鑑みるとこれらの両 類 型はこれを「障 害又は障 害に関連した
てん かんが りょうるいけい しょうがいまた しょうがい かんれん

事由 を理由とする差別類型 本意見書では 不均等待遇 と呼ぶ として一本化」 （ 「 」 。）
じ ゆ う り ゆ う さ べ つるいけい ほんいけんしょ ふきんとうたいぐう よ ぶ いっぽんか

すべきである。

３、障 害に基づく差別の禁止
しょうがい もと さ べ つ き ん し

したがって、本法においては、不均等待遇と合理的配慮の不提供の二つの差別
ほんぽう ふきんとうたいぐう ごうりてきはいりょ ふていきょう ふた さ べ つ

類型を含む 形 で差別を禁止する規定を設けるべきである。そこで、ここでは、
るいけい ふく かたち さ べ つ き ん し き て い もう

不均等待遇と合理的配慮の不提供を合わせて 「障 害に基づく差別」と呼ぶこと、
ふきんとうたいぐう ごうりてきはいりょ ふていきょう あ しょうがい もと さ べ つ よ

にする。

第５、不均等待遇（障 害又は障 害に関連した事由を理由とする差別）
だい ふきんとうたいぐう しょうがいまた しょうがい かんれん じ ゆ う り ゆ う さ べ つ

このように、直 接差別、間接差別、関連差別の三つの類型は、不均等待遇とい
ちょくせつさ べ つ かんせつさ べ つ かんれんさ べ つ みっ るいけい ふきんとうたいぐう

う一つの類型として包括すべきである そうした場合 不均等待遇という差別の内容。 、
ひと るいけい ほうかつ ば あ い ふきんとうたいぐう さ べ つ ないよう

は以下のとおりである。
い か

１、関連する事由
かんれん じ ゆ う

不均等待遇においては障 害のみならず障 害に関連する事由を理由とする場合
ふきんとうたいぐう しょうがい しょうがい かんれん じ ゆ う り ゆ う ば あ い

も含むことになる。ここでいう「関連する事由」としては、例えば、能 力障 害
ふく かんれん じ ゆ う たと のうりょくしょうがい

や社会的不利そのもの、能 力障 害を補う車いす等の補装具、補助犬、その他の
しゃかいてき ふ り のうりょくしょうがい おぎなうくるま とう ほ そ う ぐ ほじょけん た

支援器具等の利用や携行、介助者の付き添いや同行、利用できる公 共交通機関
し え ん き ぐ とう り よ う けいこう かいじょしゃ つ そ どうこう り よ う こうきょうこうつうき か ん

がないといった社会的不利を補う代替的移動手段の利用、等が挙げられる。こう
しゃかいてき ふ り おぎな だいたいてきい ど うしゅだん り よ う とう あ

した障 害すなわち機能障 害に関連する事由を理由とする異なる取扱いも不均等
しょうがい き の うしょうがい かんれん じ ゆ う り ゆ う こと とりあつか ふきんとう

待遇の類型に取り込まれることになる。
たいぐう るいけい と こ

もっとも、この関連差別を不均等待遇の一つであるとすることは、即座にそれ
かんれんさ べ つ ふきんとうたいぐう ひと そ く ざ

が差別に該当するということではない。この点は直 接差別と何ら変わりのない
さ べ つ がいとう てん ちょくせつさ べ つ なん か

ところであり、差別に該当するというためには、それが異なる取扱いであるかど
さ べ つ がいとう こと とりあつか

うか、さらには正当化事由の存否の吟味を経る必要があるのである。
せいとうか じ ゆ う そ ん ぴ ぎ ん み へ ひつよう

したがって、例えば、能 力障 害を理由とする場合には関連差別の問題とはな
たと のうりょくしょうがい り ゆ う ば あ い かんれんさ べ つ もんだい

るが、誰に対しても本質的に必要な能 力が求められる場合には、異なる取扱い
だれ たい ほんしつてき ひつよう のうりょく もと ば あ い こと とりあつか

をしたとはいえず、差別には該当しないことになる。
さ べ つ がいとう

２、関連する事由の多様性
かんれん じ ゆ う たようせい

そうした理解の上で、関連性の程度についてどう考えるかが問題となる。性別
り か い うえ かんれんせい て い ど かんが もんだい せいべつ

や人種と異なり、障 害という属性はその種別、程度又は態様において多様性に
じんしゅ こと しょうがい ぞくせい しゅべつ て い どまた たいよう たようせい

富むため、それに関連する事由もまた多様性に富むことになる。上記に挙げた例
と かんれん じ ゆ う たようせい と じょうき あ れい

はあくまで一つの例に過ぎない。あらかじめ関連する事由を類型化し、又はその
ひと れい す かんれん じ ゆ う るいけいか また

関連の程度を法定化することは困難であるだけでなく 線引きによって生ずる弊害、
かんれん て い ど ほうていか こんなん せんび しょう へいがい
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も大きい。
おお

したがって、不均等待遇に当たるかの判断に当たって、問題とされている事由
ふきんとうたいぐう あ はんだん あ もんだい じ ゆ う

が客 観 的に障 害に関連すると認定されれば、関連差別に該当すると考えるのが
きゃっかんてき しょうがい かんれん にんてい かんれんさ べ つ がいとう かんが

妥当である。もちろん、その上で、当該行為が異なる取扱いであるかどうか、
だ と う うえ とうがい こ う い こと とりあつか

正当化事由があるかどうかの判断を経た上で、 終 的に差別に該当するか否か
せいとうか じ ゆ う はんだん へ うえ さいしゅうてき さ べ つ がいとう いな

の判断がなされることになるので、どんなにささいな関連事由がある場合でも
はんだん かんれん じ ゆ う ば あ い

即座にそれが差別だと判断されることにはならないのである。
そ く ざ さ べ つ はんだん

３、異なる取扱い
こと とりあつか

不均等待遇における区別、排除又は制限その他の異なる取扱いの具体的な内容
ふきんとうたいぐう く べ つ はいじょまた せいげん た こと とりあつか ぐたいてき ないよう

としては、例えば、公 共施設の利用を考えると、そもそも障 害 者の利用を排除
たと こうきょうし せ つ り よ う かんが しょうがいしゃ り よ う はいじょ

する、障 害 者の利用については制限を付ける、障 害 者には障 害のない者とは
しょうがいしゃ り よ う せいげん つ しょうがいしゃ しょうがい もの

異なる形態での利用しか認めない、障 害 者の利用に当たっては障 害のない者に
こと けいたい り よ う みと しょうがいしゃ り よ う あ しょうがい もの

は付されない条 件を付す、等が挙げられる。
ふ じょうけん ふ とう あ

障 害 者に対して障 害のない者と異なる取扱いをすることは、障 害 者
しょうがいしゃ たい しょうがい もの こと とりあつか しょうがいしゃ

に対する不利益な取扱いにつながり、障 害及び障 害 者についての無理解や偏見
たい ふ り え き とりあつか しょうがいおよ しょうがいしゃ む り か い へんけん

を固定化させることとなりかねないため、基本的にはこれらの異なる取扱いは
こ て い か きほんてき こと とりあつか

広く本法の対 象とすることが妥当である。
ひろ ほんぽう たいしょう だ と う

４、過去の障 害等
か こ しょうがいとう

障 害を理由とする異なる取扱い（直 接差別）については、障 害又は障 害 者に
しょうがい り ゆ う こと とりあつか ちょくせつさ べ つ しょうがいまた しょうがいしゃ

ついての無理解や偏見又は固定化した概念やイメージに基づく差別の禁止が目的の
む り か い へんけんまた こ て い か がいねん もと さ べ つ き ん し もくてき

一つでもあり かかる視点に立てば 過去に存在した障 害又は将 来発生する障 害、 、
ひと し て ん た か こ そんざい しょうがいまた しょうらいはっせい しょうがい

もしくは誤認された障 害を理由として障 害のない者に対して異なる取扱いをする
ご に ん しょうがい り ゆ う しょうがい もの たい こと とりあつか

ことも、さらには、障 害を理由として障 害 者の家族等の関係者に対して異なる
しょうがい り ゆ う しょうがいしゃ か ぞ くとう かんけいしゃ たい こと

取扱いをすることも、本法において「障 害を理由」とする差別として禁止される。
とりあつか ほんぽう しょうがい り ゆ う さ べ つ き ん し

５、主観的要素
しゅかんてきよ う そ

不均等待遇というためには、行為者が障 害又は障 害に関連した事由を理由と
ふきんとうたいぐう こういしゃ しょうがいまた しょうがい かんれん じ ゆ う り ゆ う

して区別、排除又は制限その他の異なる取扱いを行っていることを認識していれ
く べ つ はいじょまた せいげん た こと とりあつか おこな にんしき

ば あるいは認識すべきであれば 足り 積 極 的に相手に害を加えようとする意図（ ） 、
にんしき た せっきょくてき あ い て がい くわ い と

までは必要とされないとすべきである。
ひつよう

もっとも 完全参加と平 等の実現といった観点から考えれば客 観 的に差別状 態、
かんぜんさ ん か びょうどう じつげん かんてん かんが きゃっかんてき さ べ つじょうたい

が発生していれば、相手方の認識の有無にかかわらずこれを差別とした上で、な
はっせい あいてがた にんしき う む さ べ つ うえ

くしていくということが求められる。そうした観点からすると差別が成立する上
もと かんてん さ べ つ せいりつ うえ

では積 極 的な害意だけでなく相手方の認識も不要であるとする考え方も成り立ち
せっきょくてき がい い あいてがた にんしき ふ よ う かんが かた な た

うると思われる。
おも
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しかし、本法が行為規範を提 供することの重 要 性を謳い、相互の理解の下で
ほんぽう こ う い き は ん ていきょう じゅうようせい う た い そ う ご り か い もと

差別をなくしていくべきという基本的なスタンスを取っていることに鑑みると、
さ べ つ きほんてき と かんが

不均等待遇に当たると認識し又は認識し得たにもかかわらず、それに該当する
ふきんとうたいぐう あ にんしき また にんしき え がいとう

行為に及んだ場合には、差別に当たるとして本法を適用する必要性があるが、
こ う い およ ば あ い さ べ つ あ ほんぽう てきよう ひつようせい

全く認識し得なかった場合にまで責任を問うべきではない。
まったくにんしき え ば あ い せきにん と

ただ その際においても 本法は今後の適切な認識を求め 同じ行為の繰り返し、 、 、
さい ほんぽう こ ん ご てきせつ にんしき もと おな こ う い く かえ

を回避することを求める契機として機能するものであり、同種事案の発生防止に
か い ひ もと け い き き の う どうしゅじ あ ん はっせいぼ う し

効果を発揮することが期待される。
こ う か は っ き き た い

なお、障 害又は障 害に関連する事由を理由として区別、排除又は制限その他
しょうがいまた しょうがい かんれん じ ゆ う り ゆ う く べ つ はいじょまた せいげん た

の異なる取扱い（不均等待遇）が行われた場合に、それ以外にも異なる取扱いの
こと とりあつか ふきんとうたいぐう おこな ば あ い い が い こと とりあつか

理由が存在することは本法の適用の妨げとならない。
り ゆ う そんざい ほんぽう てきよう さまた

６、正当化事由
せいとうか じ ゆ う

障 害又は障 害に関連する事由を理由とする区別、排除又は制限その他の
しょうがいまた しょうがい かんれん じ ゆ う り ゆ う く べ つ はいじょまた せいげん た

異なる取扱い 不均等待遇 は それがいかなる場合においても本法において禁止（ ） 、
こと とりあつか ふきんとうたいぐう ば あ い ほんぽう き ん し

される差別とすることは妥当ではない。相手方にも正当に保護すべき利益がある
さ べ つ だ と う あいてがた せいとう ほ ご り え き

場合があり得るからである。
ば あ い え

しかしながら、差別をしてはならないことは公序として守られなければならな
さ べ つ こうじょ まも

い社会の基本的なルールであること、往々にして差別を受ける少数派に対して
しゃかい きほんてき おうおう さ べ つ う しょうすうは たい

多数派の利害が優先されがちであることに鑑みると、当該取扱いが客 観 的に
た す う は り が い ゆうせん かんが とうがいとりあつか きゃっかんてき

見て、正当な目的の下に行われたものであり、かつ、その目的に照らして当該
み せいとう もくてき もと おこな もくてき て とうがい

取扱いがやむを得ないといえる場合においては、不均等待遇は例外的に是認され
とりあつか え ば あ い ふきんとうたいぐう れいがいてき ぜ に ん

るとすることが妥当である。
だ と う

ここで 「客 観 的に見て」とは、正当化事由の存否の判断は、相手方の主観的、
きゃっかんてき み せいとうか じ ゆ う そ ん ぴ はんだん あいてがた しゅかんてき

な判断に委ねられるのではなく、相手方の主 張が客 観 的な事実によって裏付け
はんだん ゆだ あいてがた しゅちょう きゃっかんてき じ じ つ うら づ

られるもので、それが第三者の立場から見ても納得を得られるような客 観 性を
だいさんもの た ち ば み なっとく え きゃっかんせい

備えたものでなければならないといったことを意味するものである。
そな い み

なお、このような場合において、正当化事由の存否について、 終 的な立 証
ば あ い せいとうか じ ゆ う そ ん ぴ さいしゅうてき りっしょう

責任を行為者に負わせるなど、当事者間の訴訟遂行能 力や証拠へのアクセスの
せきにん こういしゃ お とうじしゃかん そしょうすいこうのうりょく しょうこ

可否等を踏まえ、立 証責任の配分が考慮されなければならない。
か ひ とう ふ りっしょうせきにん はいぶん こうりょ

７、不均等待遇が禁止される対 象範囲
ふきんとうたいぐう き ん し たいしょうは ん い

不均等待遇は、障 害又は障 害に関連する事由を理由とする区別、排除又は
ふきんとうたいぐう しょうがいまた しょうがい かんれん じ ゆ う り ゆ う く べ つ はいじょまた

制限その他の異なる取扱いを禁止するものであるが 全ての人にその効 力が及ぶ、
せいげん た こと とりあつか き ん し すべ ひと こうりょく およ

のか、それとも一定の範囲には及ばないのか、検討が必要である。
いってい は ん い およ けんとう ひつよう
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本法は、差別禁止という要請を国や行 政だけでなく、私人間の行為規範とし
ほんぽう さ べ つ き ん し ようせい くに ぎょうせい し じ んかん こ う い き は ん

ても法定化することに大きな意義を有しているが 私人間においては 結社の自由、 、
ほうていか おお い ぎ ゆう し じ んかん けっしゃ じ ゆ う

や私的自治の原則、法律による規制はできるだけ慎 重であるべきこと等を踏ま
し て き じ ち げんそく ほうりつ き せ い しんちょう とう ふ

えると、合理的配慮の分野でも述べるとおり、どのような関係を取り結ぶかにつ
ごうりてきはいりょ ぶ ん や の かんけい と

いて、個人の自由な意思に委ねられ、異なる取扱いをすることが社会的に容認さ
こ じ ん じ ゆ う い し ゆだ こと とりあつか しゃかいてき ようにん

れている私的な領 域においては、法律で差別とすることは妥当ではない。
し て き りょういき ほうりつ さ べ つ だ と う

８、積 極 的差別是正措置等
せっきょくてきさ べ つ ぜ せ い そ ち とう

後に、不均等待遇と積 極 的差別是正措置等の関係について言 及する。
さ い ご ふきんとうたいぐう せっきょくてきさ べ つ ぜ せ い そ ち とう かんけい げんきゅう

合理的配慮が個別の障 害 者のその時々の具体的な状 況において必要とされ
ごうりてきはいりょ こ べ つ しょうがいしゃ ときどき ぐたいてき じょうきょう ひつよう

るものであるのに対し、障 害 者全体を念頭に置いた事前の制度であるいわゆる
たい しょうがいしゃぜんたい ねんとう お じ ぜ ん せ い ど

積 極 的差別是正措置や障 害 者に対する各種優遇措置については、将 来、
せっきょくてき さ べ つ ぜ せ い そ ち しょうがいしゃ たい かくしゅゆうぐう そ ち しょうらい

社会的障 壁が除去され、障 害 者が何の制限を感じることなく日 常生活又は
しゃかいてきしょうへき じょきょ しょうがいしゃ なん せいげん かん にちじょうせいかつまた

社会生活を送ることができるようになった際には廃止されることが望ましいと
しゃかいせいかつ おく さい は い し のぞ

考えられるが、当面はその必要性が認められることから、これらの措置が本法に
かんが とうめん ひつようせい みと そ ち ほんぽう

基づき禁止される差別に当たらないことを明確にする必要がある。
もと き ん し さ べ つ あ めいかく ひつよう

ただし、現行法 上 、積 極 的差別是正措置として想定されるのは雇用率制度で
げんこうほうじょう せっきょくてきさ べ つ ぜ せ い そ ち そうてい こようりつ せ い ど

あるが その具体的な内容については差別禁止の趣旨に即して 障 害 者の事実 上、 「
ぐたいてき ないよう さ べ つ き ん し し ゅ し そく しょうがいしゃ じ じ つじょう

の平 等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置（障 害 者権利条 約 」）
びょうどう そくしん また たっせい ひつよう とくべつ そ ち しょうがいしゃけ ん りじょうやく

であることが求められる。
もと

第６、合理的配慮の不提供
だい ごうりてきはいりょ ふていきょう

１、障 害 者権利条 約における定義
しょうがいしゃけ ん りじょうやく て い ぎ

障 害 者権利条 約は合理的配慮を「障 害 者が他の者と平 等にすべての人権
しょうがいしゃ け ん り じょうやく ごうりてきはいりょ しょうがいしゃ た もの びょうどう じんけん

及び基本的自由を享有 し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な
およ きほんてき じ ゆ う きょうゆう また こ う し か く ほ ひつよう てきとう

変更及び調 整であって 特定の場合において必要とされるものであり かつ 均衡、 、 、
へんこうおよ ちょうせい とくてい ば あ い ひつよう きんこう

を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義している。
しっ また か ど ふ た ん か さ て い ぎ

このように障 害 者権利条 約は合理的配慮の目的を「すべての人権及び基本的
しょうがいしゃけ ん りじょうやく ごうりてきはいりょ もくてき じんけんおよ きほんてき

自由を享有 し、又は行使することを確保するため」としている。
じ ゆ う きょうゆう また こ う し か く ほ

１）人権及び基本的自由
じんけんおよ きほんてき じ ゆ う

ここで示されている「人権」とは、例えば、投 票 所に段差があり、車いす
し め さ じんけん たと とうひょうしょ だ ん さ くるま

では投 票 箱までたどり着けないといった事例においては、選挙権という権利
とうひょうばこ つ じ れ い せんきょけん け ん り

を指し、選挙権の行使を確保するためには、何らかの人的支援又は物理的な
さ せんきょけん こ う し か く ほ なん じんてき し え ん また ぶつりてき

段差解 消の措置というものが必要とされることになる。
だ ん さかいしょう そ ち ひつよう

また 基本的自由 には 差別を受けないことにより確保される自由 不当、「 」 、 （
きほんてき じ ゆ う さ べ つ う か く ほ じ ゆ う ふ と う

な関与や取扱いからの自由）も含まれる。これは、これまで差別禁止によって
か ん よ とりあつか じ ゆ う ふく さ べ つ き ん し
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達成すべきとされてきた機会や待遇の平 等を確保する上で 必要な合理的配慮、
たっせい き か い たいぐう びょうどう か く ほ うえ ひつよう ごうりてきはいりょ

がなされなければならないことを意味しているのである。
い み

２）必要かつ適当な変更及び調 整
ひつよう てきとう へんこうおよ ちょうせい

そもそも 「すべての人権及び基本的自由を享有 し、又は行使すること」は、
じんけんおよ きほんてき じ ゆ う きょうゆう また こ う し

本来誰にでも認められるはずのものであるところ、なぜ改めて障 害 者権利条 約
ほんらいだれ みと あらた しょうがいしゃけ ん りじょうやく

に規定されなければならなかったのかというと、それは人権及び基本的自由の
き て い じんけんおよ きほんてき じ ゆ う

享有 や行使が形式的に認められても、障 害 者の場合は、個々の状 況を考慮し
きょうゆう こ う し けいしきてき みと しょうがいしゃ ば あ い こ こ じょうきょう こうりょ

た必要かつ適当な変更及び調 整の措置がなければ、実質的に見るとその享有 や
ひつよう てきとう へんこうおよ ちょうせい そ ち じっしつてき み きょうゆう

行使が困難だからである。そこで、障 害 者権利条 約は、必要かつ適当な変更
こ う し こんなん しょうがいしゃけ ん りじょうやく ひつよう てきとう へんこう

「 」 。及び調 整を内容とする 合理的配慮 の否定を差別であるとしているのである
およ ちょうせい ないよう ごうりてきはいりょ ひ て い さ べ つ

したがって 本法においても 障 害 者の求めに応じて障 害 者が障 害のない者、 、
ほんぽう しょうがいしゃ もと おう しょうがいしゃ しょうがい もの

と同様に、人権を行使し、又は機会や待遇を享 受するために、必要かつ適切な
どうように じんけん こ う し また き か い たいぐう きょうじゅ ひつよう てきせつ

現 状の変更や調 整を行わないことを「合理的配慮の不提供」として、差別であ
げんじょう へんこう ちょうせい おこな ごうりてきはいりょ ふていきょう さ べ つ

ると位置付ける必要がある。
い ち つ ひつよう

２、合理的配慮が求められる根拠
ごうりてきはいりょ もと こんきょ

このように、合理的配慮の不提供は差別と位置付けられ、相手方に積 極 的な
ごうりてきはいりょ ふていきょう さ べ つ い ち づ あいてがた せっきょくてき

作為義務が課されることになる。
さ く い ぎ む か さ

このことについては、単に障 害 者権利条 約が「合理的配慮の否定」を差別に
たん しょうがいしゃけ ん りじょうやく ごうりてきはいりょ ひ て い さ べ つ

位置付けたから本法においても同様の規定を置くべきだということではなく、そ
い ち づ ほんぽう どうよう き て い お く

の社会的背景を理解する必要がある。
しゃかいてきはいけい り か い ひつよう

、 、合理的配慮の不提供がなぜ差別と位置付けられるのかを考察する上で まずは
ごうりてきはいりょ ふていきょう さ べ つ い ち づ こうさつ うえ

障 害のない者もその者自身が有する心身の機能や個人的能 力だけで日 常生活
しょうがい もの ものじ し ん ゆう しんしん き の う こじんてきのうりょく にちじょうせいかつ

や社会生活を送っているわけではないことに目を向けることが必要である。
しゃかいせいかつ お く っ め む ひつよう

例えば、
たと

・二階建てのスーパーマーケットで仮に階段が壊れた場合には事業主がその
に か い だ て か り に かいだん こわ ば あ い じぎょうぬし

負担で修理することになる。店を訪れた 客 は事業主のこのようなサポート
ふ た ん しゅうり みせ おとず きゃく じぎょうぬし

によって、二階にある飲 食品等の購 入の機会を享 受している。
に かい いんしょくひんとう こうにゅう き か い きょうじゅ

・視覚や聴 覚に支障のない学生であっても、その有する個人の視力や聴 力
し か く ちょうかく ししょう がくせい ゆう こ じ ん しりょく ちょうりょく

では対応できない大 教 室においては、学校設置者によってマイクやモニタ
たいおう だいきょうしつ がっこうせっちしゃ

ーが設置され、その結果、視覚や聴 覚に障 害のない学生も勉学の機会を
せ っ ち け っ か し か く ちょうかく しょうがい がくせい べんがく き か い

享 受できている。
きょうじゅ

・知的障 害のない者でも人間の個人的な体験による知見の集 積や記憶力には
ち て きしょうがい もの にんげん こじんてき たいけん ち け ん しゅうせき きおくりょく

限界があるので、図書館が提 供する社会が集 積した知識や情 報を参 照す
げんかい としょかん ていきょう しゃかい しゅうせき ち し き じょうほう さんしょう

ることで、間違いなく物事を判断する機会を享 受している。
ま ちが ものごと はんだん き か い きょうじゅ

・自己主 張する能 力に障 害のない者であっても、自己が無実であることを訴え
じ こ しゅちょう のうりょく しょうがい もの じ こ む じ つ うった
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続けることには困難があるため、憲法や刑事訴訟法が被疑者・被告人に
つづ こんなん けんぽう け い じ そしょうほう ひ ぎ し ゃ ひこ く にん

黙秘権を始めとする様々な権利を付与し、その結果として被疑者・被告人は
もくひけん はじ さまざま け ん り ふ よ け っ か ひ ぎ し ゃ ひこくにん

自己を防御する機会を得ている。
じ こ ぼうぎょ き か い え

このように障 害のない者もその日 常生活や社会生活を営むに当たっては、
しょうがい もの にちじょうせいかつ しゃかいせいかつ いとな あ

様々な場面で人的サービス、社会的インフラの供与、権利の付与等による支援を
さまざま ば め ん じんてき しゃかいてき きょうよ け ん り ふ よ とう し え ん

伴う待遇や機会が与えられているのである。
ともな たいぐう き か い あた

、 、 、ところが こうした支援は 障 害のない者を基準にして制度設計されており
し え ん しょうがい もの きじゅん せ い どせっけい

障 害 者の存在が想定されていないことが多く、往々にして障 害 者はこれを利用
しょうがいしゃ そんざい そうてい おお おうおう しょうがいしゃ り よ う

したり、その恩恵を受けられないといった事態が発生することになる。
おんけい う じ た い はっせい

こうした観点から見ると 国 地方公 共団体 民間事業者 個人等によって提 供、 、 、 、
かんてん み くに ち ほ うこうきょうだんたい みんかんじぎょうしゃ こ じ んとう ていきょう

されるこうした待遇や機会の提 供、ないしは一般に認められる権利といったも
たいぐう き か い ていきょう いっぱん みと け ん り

のが、一般には利用できる 形 で提 供されているにもかかわらず、障 害 者には
いっぱん り よ う かたち ていきょう しょうがいしゃ

利用できない 形 でしか提 供されないことになれば、そのことによって障 害 者
り よ う かたち ていきょう しょうがいしゃ

が日 常生活や社会生活から排除されることになるのは明らかであろう。
にちじょうせいかつ しゃかいせいかつ はいじょ あき

上記の例でいえば、階段しかない店舗の二階での買い物を希望する障 害 者に
じょうき れい かいだん て ん ぽ に かい か もの き ぼ う しょうがいしゃ

階段に替わる、例えば、それが容易であれば人力で二階に上げるとか、それが
かいだん か たと よ う い じんりき に かい あ

極めて困難な場合には二階の商 品を一階に持ってきて見てもらうなどの何らか
きわ こんなん ば あ い に かい しょうひん いちかい も み なん

の手段を提 供しなければ、実質 上 は、二階での買い物の機会を障 害 者にだけ
しゅだん ていきょう じっしつじょう に かい か もの き か い しょうがいしゃ

提 供しないのと同様である。
ていきょう どうよう

このように、一般には利用できる 形で提 供する反面、障 害 者には利用できな
いっぱん り よ う かたち ていきょう はんめん しょうがいしゃ り よ う

い 形 でしか提 供しないこと、言葉を換えれば障 害 者が利用できるように合理的
かたち ていきょう こ と ば か しょうがいしゃ り よ う ごうりてき

配慮を提 供しないことは、実質的には、障 害のない者との比較において障 害 者
はいりょ ていきょう じっしつてき しょうがい もの ひ か く しょうがいしゃ

、 、に対して区別 排除又は制限といった異なる取扱いをしているのと同じであるから
たい く べ つ はいじょまた せいげん こと とりあつか おな

障 害 者権利条 約は「合理的配慮の否定」を差別であるとしたのである。
しょうがいしゃけ ん りじょうやく ごうりてきはいりょ ひ て い さ べ つ

そこで 相手方は 合理的配慮を提 供しない という差別をしてはならない義務、 「 」
あいてがた ごうりてきはいりょ ていきょう さ べ つ ぎ む

を負うことになるので、結 局のところ、相手方は合理的配慮を提 供する義務を
お けっきょく あいてがた ごうりてきはいりょ ていきょう ぎ む

負うことになるのである。
お

３、合理的配慮が求められる対 象範囲
ごうりてきはいりょ もと たいしょうは ん い

以上を踏まえると、合理的配慮を提 供しないことが差別と位置付けられ、そ
いじょう ふ ごうりてきはいりょ ていきょう さ べ つ い ち づ

のための積 極 的な作為が求められる分野は、障 害のない者へ何らかの役務
せっきょくてき さ く い もと ぶ ん や しょうがい もの なん え き む

提 供、機会や権利の付与がなされている分野である。
ていきょう き か い け ん り ふ よ ぶ ん や

したがって、障 害のない他の者へ提 供される役務、機会、権利において同等
しょうがい た もの ていきょう え き む き か い け ん り どうとう

の扱いが求められる分野とは異なり、人と人が何らかの接 触を持つ場合に、ど
あつか もと ぶ ん や こと ひと ひと なん せっしょく も ば あ い

のような人間関係を築くのかについて、一般的に個人の自由な意思に委ねられて
にんげんかんけい きず いっぱんてき こ じ ん じ ゆ う い し ゆだ

いると認められる私的な領 域において、合理的配慮の提 供が義務付けられること
みと し て き りょういき ごうりてきはいりょ ていきょう ぎ む づ
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はない。

４、合理的配慮の内容
ごうりてきはいりょ ないよう

合理的配慮の内容については、合理的配慮といわれても分かりづらいといった
ごうりてきはいりょ ないよう ごうりてきはいりょ わ

。 、 、 、指摘がある 確かに 合理的配慮という概念は 言葉としても新しいものであり
し て き たし ごうりてきはいりょ がいねん こ と ば あたら

日本に定 着した言葉ではない。
に ほ ん ていちゃく こ と ば

しかしながら、障 害 者に対する配慮については、既に様々な分野において
しょうがいしゃ たい はいりょ すで さまざま ぶ ん や

社会連帯や思いやりの観点から一定程度実施されているものと認められ、その
しゃかいれんたい おも かんてん いってい て い ど じ っ し みと

実体は既に日本にも古くから存在しているものでもある。
じったい すで に ほ ん ふる そんざい

ただ、障 害 者が必要とする合理的配慮の具体的な内容は、障 害の態様や配慮
しょうがいしゃ ひつよう ごうりてきはいりょ ぐたいてき ないよう しょうがい たいよう はいりょ

が求められた状 況等に応じて変わるものであり、その内容をあらかじめ確定す
もと じょうきょうとう おう か ないよう かくてい

ることは困難であるので 具体例を示すことが求められる 諸外国における運用等、 。
こんなん ぐたいれい しめ もと しょがいこく うんようとう

、 、 ） 、を踏まえると 合理的配慮の内容を考察するに当たっては １ 基準・手順の変更
ふ ごうりてきはいりょ ないよう こうさつ あ きじゅん てじゅん へんこう

２ 物理的形 状の変更 ３ 補助器具・サービスの提 供という以下の三つの視点） 、 ）
ぶつりてきけいじょう へんこう ほ じ ょ き ぐ ていきょう い か みっ し て ん

から検討することが有用と考えられる。
けんとう ゆうよう かんが

１）基準・手順の変更
きじゅん てじゅん へんこう

例１.パニック障 害がある労働者の勤務時間を変更し、ラッシュ時に
れい しょうがい ろうどうしゃ き ん む じ か ん へんこう じ

満員電車を利用して通勤する必要がないようにする。
まんいんでんしゃ り よ う つうきん ひつよう

例２.視覚障 害がある顧客に対して、求めに応じて、大きな文字で印刷
れい し か くしょうがい こきゃく たい もと おう おお も じ いんさつ

された利用案内を提 供する。
り よ うあんない ていきょう

例３.コミュニケーション特性に応じた会話や職 業指導を行う。
れい とくせい おう か い わ しょくぎょうし ど う おこな

２）物理的形 状の変更
ぶつりてきけいじょう へんこう

例４.建物の入口に存在する段差を解 消するために、スロープを設置し
れい たてもの いりぐち そんざい だ ん さ かいしょう せ っ ち

て、車いす利用者が建物に入ることができるようにする。
くるま りようしゃ たてもの はい

、例５.職場において車いすを利用する労働者が使用する机の高さを変更し
れい しょくば くるま り よ う ろうどうしゃ し よ う つくえ たか へんこう

車いすを利用したままで机を使用して仕事ができるようにする。
くるま り よ う つくえ し よ う し ご と

３）補助器具・サービスの提 供
ほ じ ょ き ぐ ていきょう

例６.視覚障 害がある労働者が職務遂行上使用するパソコンに音声読み上げ
れい し か くしょうがい ろうどうしゃ しょくむすいこうじょうし よ う おんせいよ あ

ソフトを導 入し、パソコンを使用して仕事ができるようにする。
どうにゅう し よ う し ご と

例７.発達障 害 者がパニックになった場合等に備えて 他人の視線や態度、
れい はったつしょうがいしゃ ば あ いとう そな た に ん し せ ん た い ど

を遮る避難所的な空間を用意する。
さえぎ ひなんしょてき くうかん よ う い

５、ガイドラインの設定
せってい

上記のように合理的配慮の内容は三つの視点から検討することが有用であるが、
じょうき ごうりてきはいりょ ないよう みっ し て ん けんとう ゆうよう

合理的配慮は個別性の強い概念であり 具体的な場面に即して必要となる措置の内容、
ごうりてきはいりょ こべつせい つ よ いがいねん ぐたいてき ば め ん そく ひつよう そ ち ないよう

を判断することが求められる。また、後に述べる過度の負担か否かの判断はケース
はんだん もと ご の か ど ふ た ん いな はんだん

・バイ・ケースで行うこととなる。
おこな
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したがって、法律 上 、これらの概念を規定する場合にはある程度抽 象 的な
ほうりつじょう がいねん き て い ば あ い て い どちゅうしょうてき

ものとならざるを得ないが、障 害 者及び措置を求められた者が合理的配慮の
え しょうがいしゃおよ そ ち もと もの ごう りてきはいりょ

措置内容や過度な負担について適切な判断ができないのでは、本法が社会におい
そ ち ないよう か ど ふ た ん てきせつ はんだん ほんぽう しゃかい

て実効性のある行為規範（人々が行動する際の判断基準）として機能することは
じっこうせい こ う い き は ん ひとびと こうどう さい はんだんきじゅん き の う

考えられない。
かんが

このため、政府においては、国等の責務で述べたとおり、障 害 者や事業者等
せ い ふ くにとう せ き む の しょうがいしゃ じぎょうしゃとう

の意見を聴くとともに 広く国民の理解を得つつ 各分野における措置内容や負担、 、
い け ん き ひろ こくみん り か い え かくぶんや そ ち ないよう ふ た ん

の判断に関するガイドライン等を作成し、これを周知するとともに、時代の変化
はんだん かん とう さくせい しゅうち じ だ い へ ん か

に応じてステップアップすることが求められる。
おう もと

６、正当化事由
せいとうか じ ゆ う

合理的配慮は相手側の負担でその実施を求めるものであるが、無制限の負担を
ごうりてきはいりょ あいてがわ ふ た ん じ っ し もと むせいげん ふ た ん

求めるものではない。
もと

このため、障 害 者権利条 約においても、合理的配慮の定義において「均衡を
しょうがいしゃけ ん りじょうやく ごうりてきはいりょ て い ぎ きんこう

失した又は過度の負担を課さないもの」であることを求めている。本法において
しっ また か ど ふ た ん か もと ほんぽう

も、同様に均衡を失した又は過度の負担が生じる場合には措置が義務付けられな
どうよう きんこう しっ また か ど ふ た ん しょう ば あ い そ ち ぎ む づ

いとすることが妥当である。なお 「均衡を失した」と「過度」という文言にこ、
だ と う きんこう しっ か ど もんごん

とさら異なる意味が付与されるとは考えられないので、以下 「過度」の負担と、
こと い み ふ よ かんが い か か ど ふ た ん

いう。

過度の負担であるかどうかの判断に当たっては、諸外国における立法例・運用
か ど ふ た ん はんだん あ しょがいこく りっぽうれい うんよう

等を踏まえると経済的・財政的なコストの他に業務遂行に及ぼす影 響等を考慮
とう ふ けいざいてき ざいせいてき た ぎょうむすいこう およ えいきょうとう こうりょ

する必要がある。
ひつよう

まず、経済的・財政的なコストの面では、相手方の性格（個人か、団体か、
けいざいてき ざいせいてき めん あいてがた せいかく こ じ ん だんたい

公的機関か 、業務の内容、業務の公 共 性、不特定性、事業規模、その規模から）
こうてきき か ん ぎょうむ ないよう ぎょうむ こうきょうせい ふとくていせい じぎょう き ぼ き ぼ

見た負担の割合、技術的困難の度合い等が、判断の要素として考慮されるべきで
み ふ た ん わりあい ぎじゅつてきこんなん ど あ とう はんだん よ う そ こうりょ

ある。

次に、業務遂行に及ぼす影 響の面では、合理的配慮の提 供により、業務遂行
つぎ ぎょうむすいこう およ えいきょう めん ごうりてきはいりょ ていきょう ぎょうむすいこう

に著しい支障が生じるのか、提 供される機会やサービス等の本質が損なわれる
いちじる ししょう しょう ていきょう き か い とう ほんしつ そこ

かどうかが判断されなければならない。
はんだん

以上のように、合理的配慮の提 供に過度の負担が生じる場合には、相手方に
いじょう ごうりてきはいりょ ていきょう か ど ふ た ん しょう ば あ い あいてがた

当該措置の提 供が義務付けられることはないが、措置を求めた障 害 者の側が
とうがい そ ち ていきょう ぎ む づ そ ち もと しょうがいしゃ がわ

事業規模や負担の程度や割合といった情 報にアクセスすることは困難であるこ
じぎょう き ぼ ふ た ん て い ど わりあい じょうほう こんなん

とから、措置を求められた者に立 証責任を負わせるなど、立 証責任の配分の
そ ち もと もの りっしょうせきにん お りっしょうせきにん はいぶん

在り方に配慮する必要がある。
あ か た はいりょ ひつよう

７、合理的配慮の実現に向けたプロセス
ごうりてきはいりょ じつげん む
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、障 害 者が実質的に均等な待遇を受けるために必要とする合理的配慮の内容は
しょうがいしゃ じっしつてき きんとう たいぐう う ひつよう ごうりてきはいりょ ないよう

障 害の態様や配慮が求められた状 況等に応じて変わるものであり、障 害 者と
しょうがい たいよう はいりょ もと じょうきょうとう おう か しょうがいしゃ

配慮が求められた者の間で協議して、その具体的な内容が確定されることが
はいりょ もと もの かん きょうぎ ぐ た いてき ないよう かくてい

望ましい。
のぞ

そのための措置として複数提 供可能なものが存在する場合等においては、
そ ち ふくすうていきょう か の う そんざい ば あ い とう

障 害 者の希望に沿った措置が取られるよう配慮されるべきだが、提 供される
しょうがいしゃ き ぼ う そ そ ち と はいりょ ていきょう

配慮が障 害 者の希望とは異なる場合もあり得る。かような場合も含め、どうし
はいりょ しょうがいしゃ き ぼ う こと ば あ い え ば あ い ふく

ても合意できない場合には、調 停等の合意形成をベースとした解決の仕組みや
ご う い ば あ い ちょうていとう ご う いけいせい かいけつ し く

終 的には司法の場における判断によることになる。
さいしゅうてき し ほ う ば はんだん

８、事前的改善措置との関係
じ ぜ んてきかいぜん そ ち かんけい

合理的配慮は個別の場面において、障 害 者からの求めがあって初めて問題と
ごうりてきはいりょ こ べ つ ば め ん しょうがいしゃ もと はじ もんだい

なるものだが、このような合理的配慮を実効性のあるものとするためには、
ごう り てき はいりょ じっこうせい

障 害 者からの求めがない場合においても、あらかじめ何かしらの措置を講じて
しょうがいしゃ もと ば あ い なに そ ち こう

おくことが望ましい。
のぞ

しかしながら、本法は事案ごとの個別調 整を求めるものであるのに対し、こ
ほんぽう じ あ ん こ べ つちょうせい もと たい

のような事前の改善措置は、社会の全般的な枠組みに大きな影 響を与えるだけ
じ ぜ ん かいぜん そ ち しゃかい ぜんぱんてき わくぐ おお えいきょう あた

に、当面は、重 要な政策課題として位置付けるのが妥当である。また、本法に
とうめん じゅうよう せいさくか だ い い ち つ だ と う ほんぽう

おける合理的配慮との関係や事業者等の義務等との関係をどう整理するのかの
ごうりてきはいりょ かんけい じぎょうしゃとう ぎ む とう かんけい せ い り

課題もある。さらには、建築物や交通機関のバリアフリー化等、特定の分野にお
か だ い けんちくぶつ こうつうき か ん か とう とくてい ぶ ん や

いては現行法に基づく取組が進められていることもあり 現時点では本法の対 象、
げんこうほう もと とりくみ すす げんじてん ほんぽう たいしょう

とはしないこととするが、本法の実施状 況や関係法に基づく施策の実施状 況
ほんぽう じ っ しじょうきょう かんけいほう もと し さ く じ っ しじょうきょう

を見つつ検討を続けるべきである。
み けんとう つづ


