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第２章 各 則
だ い しょう か く そ く

障 害 者が直 面する社会的障 壁は様々であるが 以下 特に重 要なものを取り上げ、 、
しょうがいしゃ ちょくめん しゃかいてきしょうへき さまざま い か とく じゅうよう と あ

る。

第１節 公共的施設・交通機関
だい せつ こうきょうてき し せ つ こうつう き か ん

第１、はじめに
だい

障 害 者権利条 約は 公 共 的施設及び交通機関の利用に係る分野に関して 公 衆、 、「
しょうがいしゃけ ん りじょうやく こうきょうてきし せ つおよ こうつうき か ん り よ う かか ぶ ん や かん こうしゅう

に開放され、又は提 供される施設及びサービスを利用することができることを確保す
かいほう また ていきょう し せ つおよ り よ う か く ほ

るため 、その「利用可能性に関する最低基準及び指針の実施を発展させ、公 表し、」
り よ うかのうせい かん さいていきじゅんおよ し し ん じ っ し はってん こうひょう

及び監視すること」等を含む措置をとることを締約国に求めている。
およ か ん し とう ふく そ ち ていやくこく もと

これは、これらの利用ができなければ、障 害 者の社会生活への完全参加は極めて
り よ う しょうがいしゃ しゃかいせいかつ かんぜんさ ん か きわ

困難に陥るからである 障 害 者権利条 約は この分野に特化した差別禁止規定を持た。 、
こんなん おちい しょうがいしゃけ ん りじょうやく ぶ ん や と っ か さ べ つき ん しき て い も

ないが 条 約上は あらゆる生活分野における差別を禁止する総則規定の適用が想定、 、
じょうやくじょう せいかつぶ ん や さ べ つ き ん し そうのりき て い てきよう そうてい

されている。

本法においても、障 害 者の社会生活への完全参加を実現する上で、この分野にお
ほんぽう しょうがいしゃ しゃかいせいかつ かんぜんさ ん か じつげん うえ ぶ ん や

、ける不均等待遇や合理的配慮の不提供が障 害に基づく差別であることを明確にして
ふきんとうたいぐう ごうりてきはいりょ ふていきょう しょうがい もと さ べ つ めいかく

これを禁止することが求められる。
き ん し もと

第２、この分野において差別の禁止が求められる対 象範囲
だい ぶ ん や さ べ つ き ん し もと たいしょうは ん い

１、差別が禁止されるべき事項や場面
さ べ つ き ん し じ こ う ば め ん

この分野において、不均等待遇及び合理的配慮の不提供として差別が禁止される
ぶ ん や ふきんとうたいぐうおよ ごうりてきはいりょ ふていきょう さ べ つ き ん し

事項は、公 共 的施設及び交通機関の利用に関する事項である。
じ こ う こうきょうてきし せ つおよ こうつうき か ん り よ う かん じ こ う

１）公 共 的施設
こうきょうてきし せ つ

公 共 的施設の場合 例えば 障 害を理由として宿 泊を断られる 知的障 害 者、 、 、
こうきょうてきし せ つ ば あ い たと しょうがい り ゆ う しゅくはく ことわら ち て きしょうがいしゃ

というだけで公営プールを利用できない あるいは 精神障 害 者というだけで議会、 、
こうえい り よ う せいしんしょうがいしゃ ぎ か い

の傍 聴を禁止されることがあるが、これらは当該施設の利用自体を制限するも
ぼうちょう き ん し とうがいし せ つ り よ う じ た い せいげん

のである なお この場合 当該利用が契約に基づくものである場合には契約の拒否。 、 、
ば あ い とうがいり よ う けいやく もと ば あ い けいやく き ょ ひ

といった形をとることになる。
かたち

また、利用が認められた場合でも、他人の同伴を条 件に許可されるといった利用
り よ う みと ば あ い た に ん どうはん じょうけん き ょ か り よ う

の制約や当該施設の物理的な障 壁によって、利用が制限される場合もある。段差や
せいやく とうがいし せ つ ぶつりてき しょうへき り よ う せいげん ば あ い だ ん さ

階段、エレベーターの使用時間規制、障 害 者に使えないトイレ等が典型である。
かいだん し よ うじ か んき せ い しょうがいしゃ つか とう てんけい

障 害 者用の座席しか利用できない劇 場や他の客 室に比べ高額なバリアフリーの
しょうがいしゃよう ざ せ き り よ う げきじょう た きゃくしつ くら こうがく

、 。部屋しかないホテルでは 障 害のない人と比較すると選択肢が限られる場合もある
へ や しょうがい ひと ひ か く せんたくし かぎ ば あ い
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さらには、当該施設を利用する上で必要なアナウンス情 報や案内表示板が
とうがいし せ つ り よ う うえ ひつよう じょうほう あんないひょうじばん

障 害 者には分からないことによって、当該施設を利用する上で困難を伴うこ
しょうがいしゃ わ とうがいし せ つ り よ う うえ こんなん ともな

と、施設案内に障 害 者の利用に関する情 報が載せられていないため、利用の
し せ つあんない しょうがいしゃ り よ う かん じょうほう の り よ う

機会を逸すること、その他、施設利用者一般に提 供しているサービスに
き か い いっ た し せ つ り よ う し ゃ いっぱん ていきょう

合理的配慮がないため、これを受けられないこともある。
ごうりてきはいりょ う

したがって、公 共 的施設の利用において、差別禁止の対 象となる事項とし
こうきょうてきし せ つ り よ う さ べ つ き ん し たいしょう じ こ う

ては、施設利用契約の締結、利用の許諾、利用に必要な手続や条 件の付加、
し せ つ り よ うけいやく ていけつ り よ う きょだく り よ う ひつよう てつづき じょうけん ふ か

付加的料 金の設定 施設内やその敷地内における移動や施設に付属する設備等、
ふ か て き りょうきん せってい しせつない しきちない い ど う し せ つ ふ ぞ く せ つ びとう

の利用、施設やその利用に伴う情 報の提 供、施設利用に伴う役務の提 供等
り よ う し せ つ り よ う ともな じょうほう ていきょう し せ つ り よ う ともな え き む ていきょうとう

に関する事項も含まれる。
かん じ こ う ふく

２）交通機関
こうつうき か ん

交通機関の場合、例えば、車いす利用者だからといってタクシーの乗 車を
こうつうき か ん ば あ い たと くるま りようしゃ じょうしゃ

拒否される 「通勤時は込み合うので無理」という理由でバスの乗 車を断られ、
き ょ ひ つうきん じ こ あ む り り ゆ う じょうしゃ ことわ

る、ハンドル型電動車いすやストレッチャー型車いすは安全でない又は場所を
がたでんどうくるま がたくるま あんぜん また ば し ょ

取るという理由で鉄道利用を断られる等、利用そのものを拒否される場合、さ
と り ゆ う てつどうり よ う ことわ とう り よ う き ょ ひ ば あ い

らには長距離列車に設置してあるトイレが使えない場合のように、交通機関に
ちょうきょりれっしゃ せ っ ち つか ば あ い こうつうき か ん

付属して設置してある設備等が使えないために交通機関そのものを利用できな
ふ ぞ く せ っ ち せ つ びとう つか こうつうき か ん り よ う

い場合もある。
ば あ い

また、利用申込みにおいて、一般よりも早い事前の利用申込み、一般とは
り よ うもうしこ いっぱん はや じ ぜ ん り よ うもうしこ いっぱん

異なる利用申込み、一般にはないプライバシーに関わる個人情 報の開示、
こと り よ う もうしこ いっぱん かか こ じ ん じょうほう か い じ

介助者の同伴、医者の診断書の添付等を求められる等のように利用に条 件が
かいじょしゃ どうはん い し ゃ しんだんしょ て ん ぷとう もと とう り よ う じょうけん

課されることもある。
か

さらに、利用ができる場合でも駅舎にエレベーターがなかったり、隣接ビル
り よ う ば あ い えきしゃ りんせつ

のエレベーターを経由する場合には 隣接ビルの営 業時間の制限を受ける場合、
け い ゆ ば あ い りんせつ えいぎょうじ か ん せいげん う ば あ い

もある プラットホームと電車のステップの間隔が広かったり かなりの高低差。 、
でんしゃ かんかく ひろ こうていさ

がある場合もあるが、このような物理的障 壁をなくすための何らかの合理的
ば あ い ぶつりてきしょうへき なん ごうりてき

配慮がなされていない場合も多い。障 害 者が使用できるよう配慮された座席
はいりょ ば あ い おお しょうがいしゃ し よ う はいりょ ざ せ き

は指定のみで、自由席を選択できないといった制約があることもある。
し て い じゆうせき せんたく せいやく

加えて、交通機関を利用する上で必要な駅や空港のアナウンスによる運行
くわ こうつう き か ん り よ う うえ ひつよう えき くうこう うんこう

状 況の情 報や行き先等の案内表示板が障 害 者には分からないことによっ
じょうきょう じょうほう い さきとう あんないひょうじばん しょうがいしゃ わ

て、当該交通機関の利用に困難を伴うこともある。
とうがいこうつうき か ん り よ う こんなん ともな

したがって、交通機関の利用において、差別禁止の対 象となる事項としては、
こうつうき か ん り よ う さ べ つき ん し たいしょう じ こ う

、 、 、運送契約の締結 運送に必要な手続や条 件の付加 外部からの交通施設への経路
うんそうけいやく ていけつ うんそう ひつよう てつづき じょうけん ふ か が い ぶ こうつうし せ つ け い ろ

、 （ 、 、施設内やその敷地内における移動 施設に付属する設備 例えば券売機 改札
しせつない しきちない い ど う し せ つ ふ ぞ く せ つ び たと けんばいき かいさつ

トイレ）等の利用、交通機関の運行に伴う情 報の提 供、交通機関の利用
とう り よ う こうつう き か ん うんこう ともな じょうほう ていきょう こうつう き か ん り よ う



- -31

（第２章 各 則） 第１節 公共的施設・交通機関

に伴う役務の提 供等に関する事項も含まれる。
ともな え き む ていきょうとう かん じ こ う ふく

２、対 象 物と差別をしてはならないとされる相手方の範囲
たいしょうぶつ さ べ つ あいてがた は ん い

本法における公 共 的施設とは 障 害 者の社会参加といった視点と他者との平 等、
ほんぽう こうきょうてきし せ つ しょうがいしゃ しゃかいさ ん か し て ん た し ゃ びょうどう

を図るといった視点からすると、対 象 物は、不特定又は多数の者の利用に供される
はか し て ん たいしょうぶつ ふとくていまた た す う もの り よ う きょう

建物 施設 設備 例えば 学校は特定の者の利用に供されるものであるとしても 多数、 、 （ 、 、
たてもの し せ つ せ つ び たと がっこう とくてい もの り よ う きょう た す う

であるのでここに含まれる ）であれば足り、不特定かつ多数の者の利用に供される。
ふく た ふとくてい た す う もの り よ う きょう

もの（例えば、デパートや公会堂）だけに限定するのは妥当でない。しかし、特定
たと こうかいどう げんてい だ と う とくてい

された者でかつ少 数の者だけの利用に供されるもの（例えば、戸建ての個人住 宅
もの しょうすう もの り よ う きょう たと こ だ こ じ んじゅうたく

やそれほど大きくはない共 同住 宅）は除外するのが妥当である。
おお きょうどうじゅうたく じょがい だ と う

また、交通機関とは、上記同様の視点からすると、不特定又は多数の者を想定
こうつうき か ん じょうきどうよう し て ん ふとくていまた た す う もの そうてい

した旅客の運送を行うための車 両その他の運搬手段、駅舎等の運送のために
りょかく うんそう おこな しゃりょう た うんぱんしゅだん えきしゃとう うんそう

供される建物と建物内に設置された設備、付属の駐 車 場やバス停等の路外設備
きょう たてもの たてものない せ っ ち せ つ び ふ ぞ く ちゅうしゃじょう ば す て い とう ろ が い せ つ び

等を含むものである。
とう ふく

なお、不特定又は多数の者の運送を想定したものであれば、実際の運行におい
ふとくていまた た す う もの うんそう そうてい じっさい うんこう

て、少 人 数が利用するタクシーであるとか、多数ではあるが特定の者だけを
しょうにんずう り よ う た す う とくてい もの

運ぶ貸切りの場合もここに含まれる。
はこ かし き ば あ い ふく

そこで、この分野における相手方としては、上記公 共 的施設又は交通機関を
ぶ ん や あいてがた じょうきこうきょうてきし せ つまた こうつうき か ん

その目的・用途の下に管理・運営する事業者であり、所有権の有無又は官民を
もくてき よ う と もと か ん り うんえい じぎょうしゃ しょゆうけん う む また かんみん

問わないことになる。
と

３、国のバリアフリー施策との関係
くに し さ く かんけい

国は以前よりこの分野におけるバリアフリー化を図るため、法に基づいてこの
くに い ぜ ん ぶ ん や か はか ほう もと

ための施策を推進している。これは「第1、はじめに」において述べたように、
し さ く すいしん だい の

障 害 者権利条 約が求める施設等の利用可能性に関する最低基準及び指針を設定
しょうがいしゃけ ん りじょうやく もと し せ つとう り よ う かのうせい かん さいていきじゅんおよ し し ん せってい

して実施するための措置といえる。
じ っ し そ ち

ただ、これらは、障 害 者全体の利便性確保といった観点から行われるものであ
しょうがいしゃぜんたい りべんせいか く ほ かんてん おこな

る以上、全体的に必要性が高く、障 害 者の利用が多いと思われる対 象に絞って、
いじょう ぜんたいてき ひつようせい たか しょうがいしゃ り よ う おお おも たいしょう しぼ

実現可能性の高いところから行うことにならざるを得ないといった側面がある。
じつげんかのうせい たか おこな え そくめん

したがって、公 共 的施設や交通機関の範囲、既存のものであるか否か、又は
こうきょうてきし せ つ こうつうき か ん は ん い き そ ん いな また

その規模等において、求める施策の内容が異なることになる。
き ぼ とう もと し さ く ないよう こと

こういった施策は障 害 者権利条 約も求めており、その重 要 性は誰しも認め
し さ く しょうがいしゃけ ん りじょうやく もと じゅうようせい だれ みと

ているところではある。しかしながら、

・バリアフリー基準はハード面に焦 点があり、バリアフリー基準を満たして
きじゅん めん しょうてん きじゅん み

いる場合であっても、個別的接遇においては不均等待遇といった事例が起こり
ば あ い こべつてきせつぐう ふきんとうたいぐう じ れ い お

得ること
え
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・一般的なバリアフリー基準が障 害の多様性や個別の状 況に沿った合理的
いっぱんてき きじゅん しょうがい たようせい こ べ つ じょうきょう そ ごうりてき

配慮を満たすとは必ずしもいえないこと
はいりょ み かなら

・施策の対 象範囲外である場合には、何ら合理的配慮をしないといった事例
し さ く たいしょうはんいがい ば あ い なん ごうりてきはいりょ じ れ い

の発生を防止するのは困難であること
はっせい ぼ う し こんなん

・バリアフリー施策では 差別事案が生じた場合の紛争の解決の仕組みが提 供、
し さ く さ べ つ じ あ ん しょう ば あ い ふんそう かいけつ し く ていきょう

されていないこと

等に鑑みるとこの分野における差別を防止するには、本法によりこの分野におけ
とう かんが ぶ ん や さ べ つ ぼ う し ほんぽう ぶ ん や

る差別を禁止することが求められる。そうした場合、国のバリアフリー施策と本法
さ べ つ き ん し もと ば あ い くに し さ く ほんぽう

による差別禁止は、障 害 者の社会参加を確保するための両 輪であるといえる。
さ べ つき ん し しょうがいしゃ しゃかいさ ん か か く ほ りょうりん

そういう観点からすると 本法においては 対 象 物の規模の大 小等は経営規模、 、
かんてん ほんぽう たいしょうぶつ き ぼ だいしょうとう けいえい き ぼ

に関わるので、不均等待遇や合理的配慮の不提供における正当化事由として考慮
かか ふきんとうたいぐう ごうりてきはいりょ ふていきょう せいとうか じ ゆ う こうりょ

される要素にはなるとしても 本法の適用対 象自体としては 既存か否か 規模、 、 、
よ う そ ほんぽう てきようたいしょうじ た い き そ ん いな き ぼ

の大 小等は問わないことになる。
だいしょうとう と

第３、この分野で禁止が求められる不均等待遇
だい ぶ ん や き ん し もと ふきんとうたいぐう

１、不均等待遇の禁止
ふきんとうたいぐう き ん し

この分野においては、前 述のとおり、公 共 的施設及び交通機関の利用におけ
ぶ ん や ぜんじゅつ こうきょうてきし せ つおよ こうつうき か ん り よ う

る不均等待遇及び合理的配慮の不提供が禁止されることになる。
ふきんとうたいぐうおよ ごうりてきはいりょ ふていきょう き ん し

不均等待遇の事例としては、先に述べたとおりである。障 害 者が他の者との
ふきんとうたいぐう じ れ い さき の しょうがいしゃ た もの

平 等に基づき社会参加できるようにする観点から、障 害 者が利用する上で構造
びょうどう もと しゃかいさ ん か かんてん しょうがいしゃ り よ う うえ こうぞう

上 の障 壁があることやそれを補う補助的サービスが提 供されていないことも
じょう しょうへき おぎな ほじょてき ていきょう

含め 障 害又は障 害に関連する事由を理由とする利用の拒否 利用の制限 利用、 、 、
ふく しょうがいまた しょうがい かんれん じ ゆ う り ゆ う り よ う き ょ ひ り よ う せいげん り よ う

に条 件を課すこと、その他の異なる取扱いをすることを差別とし、これを禁止
じょうけん か た こと とりあつか さ べ つ き ん し

することが求められる。
もと

２、不均等待遇を正当化する事由
ふきんとうたいぐう せいとうか じ ゆ う

この分野における不均等待遇における正当化事由は、総則で述べたとおりであ
ぶ ん や ふきんとうたいぐう せいとうか じ ゆ う そうのり の

るが、建物又は交通に供される車 両等の構造 上 、安全 上 やむを得ないと認め
たてものまた こうつう きょう しゃりょうとう こうぞうじょう あんぜんじょう え みと

られる場合等の理由がある場合は、差別に当たらない場合もある。ただし、以下
ば あ いとう り ゆ う ば あ い さ べ つ あ ば あ い い か

の点に留意すべきである。
てん りゅうい

すなわち 安全性に関して 例えば 交通機関の運行に際して事故の発生の根絶、 、 、
あんぜんせい かん たと こうつうき か ん うんこう さい じ こ はっせい こんぜつ

は困難であり、そういった意味で抽 象 的なリスクは誰に対しても負わされてい
こんなん い み ちゅうしょうてき だれ たい お

るといえる。しかし、可能な限り、安全性は誰に対しても保障されなければなら
か の う かぎ あんぜんせい だれ たい ほしょう

ないものである。したがって、障 害 者が交通機関を利用する場合も他の利用者
しょうがいしゃ こうつうき か ん り よ う ば あ い た りようしゃ

と同等の安全性が確保されるための合理的配慮がなされなければならない。
どうとう あんぜんせい か く ほ ごうりてきはいりょ
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にもかかわらず、交通事業者が安全確保のための合理的配慮を提 供すること
こうつうじぎょうしゃ あんぜんか く ほ ごうりてきはいりょ ていきょう

なく、障 害 者自身の独 力では安全性を確保できないといった理由で利用が拒否
しょうがいしゃじ し ん どくりょく あんぜんせい か く ほ り ゆ う り よ う き ょ ひ

される場合もある。そういった点に鑑みると、安全性は、個別具体的な状 況を
ば あ い てん かんが あんぜんせい こ べ つ ぐたいてき じょうきょう

踏まえ、必要な合理的配慮がなされることを前提にして判断されるべきである。
ふ ひつよう ごうりてきはいりょ ぜんてい はんだん

第４、この分野で求められる合理的配慮とその不提供
だい ぶ ん や もと ごうりてきはいりょ ふていきょう

合理的配慮の具体的な内容としては 例えば 移動においては物理的障 壁を除去、 、
ごうりてきはいりょ ぐたいてき ないよう たと い ど う ぶつりてきしょうへき じょきょ

すること 又は人的支援を提 供すること 接遇においては障 害特性に配慮した対応、 、
また じんてきし え ん ていきょう せつぐう しょうがいとくせい はいりょ たいおう

をすること 設置してある設備の利用においては障 害 者にも可能となるような手段、
せ っ ち せ つ び り よ う しょうがいしゃ か の う しゅだん

を提 供すること 危険を回避し安全に利用できるよう対策を講じること 当該施設、 、
ていきょう き け ん か い ひ あんぜん り よ う たいさく こう とうがいし せ つ

の利用に必要な情 報においては容易に理解したり、受け取れるようにするための
り よ う ひつよう じょうほう よ う い り か い う と

手段を提 供することなどが考えられる。
しゅだん ていきょう かんが

また、合理的配慮の例外として正当化される場合があることについては、総則で
ごうりてきはいりょ れいがい せいとうか ば あ い そうそく

述べたことがこの分野にも当てはまる。
の ぶ ん や あ
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第２節 情報・コミュニケーション
だい せつ じょうほう

第１、はじめに
だい

障 害 者権利条 約は、その前文において、情 報及び通信についての機会が提供
しょうがいしゃけ ん りじょうやく ぜんぶん じょうほうおよ つうしん き か い ていきょう

されることの重 要 性に触れた上で、情 報、通信その他のサービス（電子サービス
じゅうようせい ふ うえ じょうほう つうしん た で ん し

及び緊 急事態に係るサービスを含む ） へのアクセスに関して、その「利用。
およ きんきゅう じ た い かか ふく かん り よ う

可能性に関する最低基準及び指針の実施を発展させ 公 表し 及び監視すること 等、 、 」
かのうせい かん さいていきじゅんおよ し し ん じ っ し はってん こうひょう およ か ん し とう

、 （ ）を含む措置をとることを締約国に求めるとともに コミュニケーション 意思疎通
ふく そ ち ていやくこく もと い し そ つ う

の手段等に関しては、それは自ら選択すべきものであって、他から強 制されるべ
しゅだんとう かん みずか せんたく た きょうせい

きものではないということを前提に様々な手段や態様があることを示している。
ぜんてい さまざま しゅだん たいよう しめ

これは、情 報が利用できず、又はコミュニケーションが制約されるならば、
じょうほう り よ う また せいやく

障 害 者の日 常生活や社会生活は極めて困難に陥るからである。障 害 者権利条 約
しょうがいしゃ にちじょうせいかつ しゃかいせいかつ きわ こんなん おちい しょうがいしゃけ ん りじょうやく

は この分野に特化した差別禁止規定を持たないが 条 約 上 は あらゆる生活分野、 、 、
ぶ ん や と っ か さ べ つ き ん し き て い も じょうやくじょう せいかつぶ ん や

や社会活動における差別を禁止する総則規定の適用が想定されている。
しゃかいかつどう さ べ つ き ん し そうのりき て い てきよう そうてい

このように、情 報とコミュニケーションがあらゆる生活分野における基礎とし
じょうほう せいかつぶ ん や き そ

ての重 要であることに鑑みると、本法においても、この分野における不均等待遇
じゅうよう かんが ほんぽう ぶ ん や ふきんとうたいぐう

や合理的配慮の不提供 が障 害に基づく差別であることを明確にして、これを禁止
ごうりてきはいりょ ていきょう しょうがい もと さ べ つ めいかく き ん し

することが求められる。
もと

第２、この分野において差別の禁止が求められる対 象範囲
だい ぶ ん や さ べ つ き ん し もと たいしょうは ん い

１、差別が禁止されるべき事項や場面
さ べ つ き ん し じ こ う ば め ん

この分野において、不均等待遇及び合理的配慮の不提供 として差別が禁止さ
ぶ ん や ふきんとうたいぐうおよ ごうりてきはいりょ ていきょう さ べ つ き ん し

れる事項は、情 報の取得や利用及びコミュニケーションの確保に関する事項で
じ こ う じょうほう しゅとく り よ うおよ か く ほ かん じ こ う

ある。

情 報は全ての人が日 常生活及び社会生活を送る上で不可欠なもので、情 報
じょうほう すべ ひと にちじょうせいかつおよ しゃかいせいかつ おく うえ ふ か け つ じょうほう

が提供 されない あるいは提供 されても理解できない等の場合には 生活が大き、 、
ていきょう ていきょう り か い とう ば あ い せいかつ おお

く制約されることになる。
せいやく

ところが、社会にあふれている様々な情 報の多くは、障 害 者がアクセスする
しゃかい さまざま じょうほう おお しょうがいしゃ

ことを想定していないため、障 害 者にとっては手話通訳、要約筆記、知的
そうてい しょうがいしゃ し ゅ わ つうやく ようやく ひ っ き ち て き

障 害 者又は発達障 害 者の支援者等の情 報を受け取る上で必要な支援なしでは
しょうがいしゃまた はったつしょうがいしゃ しえんしゃとう じょうほう う と うえ ひつよう し え ん

これを利用できないことが多い。
り よ う おお

また、点字文書、音声、振り仮名の付与、イラストや絵記号等の構造化された形
て ん じぶんしょ おんせい ふ が な ふ よ え き ご うとう こうぞうか かたち

での情 報提供 等の障 害特性に配慮した 形 の情 報提供 を受けることはほとん
じょうほうていきょうとう しょうがいとくせい はいりょ かたち じょうほうていきょう う

どないために、他の市民が得ることのできる情 報を障 害 者は得ることができない
た し み ん え じょうほう しょうがいしゃ え

ということも少なくない。
すく
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とりわけ、緊 急地震速報や避難及び被害に係る災害時の緊 急情 報等は
きんきゅう じ し ん そくほう ひ な ん およ ひ が い かか さいがい じ きんきゅうじょうほうとう

極めて重 要なものであるにもかかわらず、障 害の特性に配慮されているとはい
きわ じゅうよう しょうがい とくせい はいりょ

えず、障 害 者の生命を一層危険にさらすこともあり得るのである。
しょうがいしゃ せいめい いっそうき け ん え

さらに、情 報や意見等のやり取りを行うコミュニケーションについても、そ
じょうほう い け んとう と おこな

の手段を利用できなかったり 手話通訳等の手段を使うことを拒否されれば 生活、 、
しゅだん り よ う し ゅ わつうやくとう しゅだん つか き ょ ひ せいかつ

に不可欠な人とのつながりに困難を生じるということも少なくない。
ふ か け つ ひと こんなん しょう すく

したがって、この分野で禁止の対 象とされる事項は、情 報に関しては、その
ぶ ん や き ん し たいしょう じ こ う じょうほう かん

取得や伝達及び情 報の利用に関する事項であり、コミュニケーションに関して
しゅとく でんたつおよ じょうほう り よ う かん じ こ う かん

は、それを確保するための手段の選択やその使用に関する事項である。
か く ほ しゅだん せんたく し よ う かん じ こ う

２、差別をしてはならないとされる相手方の範囲
さ べ つ あいてがた は ん い

情 報のやり取りは個人と個人のやり取りからインターネットの利用に至るま
じょうほう と こ じ ん こ じ ん と り よ う いた

で多様な過程や形態があることから、相手方として想定すべき範囲は広範なもの
た よ う か て い けいたい あいてがた そうてい は ん い こうはん

となる。

１）一般公 衆へ提供 される情 報
いっぱんこうしゅう ていきょう じょうほう

Ａ）一般公 衆へ情 報を提供 する相手方
いっぱんこうしゅう じょうほう ていきょう あいてがた

（ 1） 情 報の提供 自体を主たる目的とする事業者A-
じょうほう ていきょうじ た い しゅ もくてき じぎょうしゃ

○ 報道機関（テレビ、ラジオ、新聞）
ほうどうき か ん しんぶん

○ 出 版 社（本、雑誌等）
しゅっぱんしゃ ほん ざ っ しとう

○ 大 容 量記憶装置により情 報を記録した媒体（ＣＤ、ＤＶＤ、ＢＤ）
だいようりょうき お く そ う ち じょうほう き ろ く ばいたい

を販売する事業者
はんばい じぎょうしゃ

○ 一定の施設においてその管理に係る情 報を提供 することを目的とす
いってい し せ つ か ん り かか じょうほう ていきょう もくてき

る事業を営む者（図書館、美術館、博物館、映画館）
じぎょう いとな もの としょかん びじゅつかん はくぶつかん えいがかん

○ インターネットを通じて情 報を提供 する事業者
つ う じ て じょうほう ていきょう じぎょうしゃ

（ 2） 情 報を添えた商 品を一般消費者に販売する事業者A-
じょうほう そ しょうひん いっぱんしょうひしゃ はんばい じぎょうしゃ

○ 一般公 衆に提供 する商 品に付随して情 報を提供 する事業者
いっぱんこうしゅう ていきょう しょうひん ふ ず い じょうほう ていきょう じぎょうしゃ

（ 3） 国又は地方公 共団体A-
くにまた ち ほ うこうきょうだんたい

○ 国民に情 報を提供 又は開示する国又は地方公 共団体
こくみん じょうほう ていきょうまた かいじ くにまた ち ほ うこうきょうだんたい

Ｂ）上記Ａと比較すると少 数を対 象とするが不特定の者に情 報を提供 する
じょうき ひ か く しょうすう たいしょう ふとくてい もの じょうほう ていきょう

ことを主な業務とする相手方
おも ぎょうむ あいてがた

○ メディアを介在せずに直 接様々な情 報が提供 される演劇の公演、
かいざい ちょくせつさまざま じょうほう ていきょう えんげき こうえん

寄席、音楽ライブ、スポーツ観戦等の情 報を提供 する事業者
よ せ おんがく かんせんとう じょうほう ていきょう じぎょうしゃ

○ 各種の公開講座 公開授 業 公開シンポジウム 集 会等における情 報、 、 、
かくしゅ こうかいこ う ざ こうかいじゅぎょう こうかい しゅうかいとう じょうほう

を提供 する事業者又は主催者
ていきょう じぎょうしゃまた しゅさいしゃ

２）特定の者に提供 される情 報
とくてい もの ていきょう じょうほう

○ 職場、学校、その他の団体もしくは会議体等が構成員に情 報を提供
しょくば がっこう た だんたい か い ぎたいとう こうせいいん じょうほう ていきょう
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する場合の事業者
ば あ い じぎょうしゃ

３）一般公 衆との意思の疎通
いっぱんこうしゅう い し そ つ う

○ 事業活動において一般公 衆との意思疎通が必要となる事業者
じぎょうかつどう いっぱんこうしゅう い し そ つ う ひつよう じぎょうしゃ

第３、この分野で禁止が求められる障 害に基づく差別
だい ぶ ん や き ん し もと しょうがい もと さ べ つ

この分野においても、不均等待遇や合理的配慮の不提供及びそれらを正当化する
ぶ ん や ふきんとうたいぐう ごうりてきはいりょ ふていきょうおよ せいとうか

、 、 、 、事由については 総則で述べたとおりであるが 上記区分にしたがって それぞれ
じ ゆ う そうそく の じょうきく ぶ ん

検討することが求められる。
けんとう もと

１、上記のＡ（一般公 衆への情 報提供 ）の場合
じょうき いっぱんこうしゅう じょうほうていきょう ば あ い

このＡにおいては 一般公 衆へ情 報を提供 する場合であるので 個別的に情 報、 、
いっぱんこうしゅう じょうほう ていきょう ば あ い こべつてき じょうほう

の提供 を拒否するあるいは制限するといった不均等待遇の事例は想定しにくい。
ていきょう き ょ ひ せいげん ふきんとうたいぐう じ れ い そうてい

問題となるのは、情 報提供 に当たっての合理的配慮である。現在、ＩＴ技術
もんだい じょうほうていきょう あ ごうりてきはいりょ げんざい ぎじゅつ

の進歩とともに、様々な情 報伝達手段が開発され、従 来のマスメディアの形態
し ん ぽ さまざま じょうほうでんたつしゅだん かいはつ じゅうらい けいたい

も変わりつつある中で、例えば新聞にしても、従 来の活字を印刷した紙ベース
か なか たと しんぶん じゅうらい か つ じ いんさつ かみ

の情 報伝達形式に加え、インターネットを活用した電子媒体での提供 も同時的
じょうほうでんたつけいしき くわ かつよう で ん しばいたい ていきょう どうじてき

に行われるようになっている。これは新聞のみならず、マスメディアの全体的な
おこな しんぶん ぜんたいてき

変化であり、このような技術革新を応用することで、障 害特性にマッチした
へ ん か ぎじゅつかくしん おうよう しょうがいとくせい

代替的な情 報伝達技術も開発されるようになってきている。
だいたいてき じょうほうでんたつぎじゅつ かいはつ

テレビに求められる手話や字幕付放送、解説放送の中でも字幕付放送は実際に
もと し ゅ わ じ ま くつきほうそう かいせつほうそう なか じ ま くつきほうそう じっさい

も多くなってきており、出 版 物についても、ページごとにＱＲコードを付した
おお しゅっぱんぶつ ふ

り、出 版 物を購 入した障 害 者にはテキストデータを配布する等の代替手段が
しゅっぱんぶつ こうにゅう しょうがいしゃ は い ふ とう だいたいしゅだん

開発され 文字の読み上げソフトを利用することで 視覚障 害 者でもこれを利用、 、
かいはつ も じ よ あ り よ う し か くしょうがいしゃ り よ う

できるような状 態になってきている。
じょうたい

ただ、このような代替手段による合理的配慮は、情 報提供 の形態や性格によ
だいたいしゅだん ごうりてきはいりょ じょうほうていきょう けいたい せいかく

って、様々のものがあるので、どのような手段が技術 上 可能であるのか、どの
さまざま しゅだん ぎじゅつじょうか の う

ような手段が適切であるのか、また、技術的困難さや提供 のための体制整備に
しゅだん てきせつ ぎじゅつてきこんなん ていきょう たいせいせ い び

要する期間や経済的負担の度合い、さらには、どのような場合には過度な負担と
よう き か ん けいざいてきふ た ん ど あ ば あ い か ど ふ た ん

なるのかなど、様々な違いがある。そこで、現 状として提供 できる合理的配慮
さまざま ちが げんじょう ていきょう ごうりてきはいりょ

、 、 、としてどのような手段や方法があり得るのかも含め 政府においては 障 害 者
しゅだん ほうほう え ふく せ い ふ しょうがいしゃ

専門家 事業主の参画を得て ガイドラインを作成することが求められる この点、 、 （
せんもんか じぎょうぬし さんかく え さくせい もと てん

に関しては、以下の場合も同様である 。。）
かん い か ば あ い どうよう

以上を踏まえると、現 状においても技術や体制の整備ができるにもかかわら
いじょう ふ げんじょう ぎじゅつ たいせい せ い び

ず、これを提供 しない場合については、これを合理的配慮の不提供として考え
ていきょう ば あ い ごうりてきはいりょ ふていきょう かんが

るのが妥当である。
だ と う

なお、国及び地方公 共団体による情 報提供 の場合、国民や住 民を対 象とす
くにおよ ち ほ うこうきょうだんたい じょうほうていきょう ば あ い こくみん じゅうみん たいしょう

るものである以上、原則として過度の負担について問題にするのは適切ではない。
いじょう げんそく か ど ふ た ん もんだい てきせつ
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２、上記のＢ（少 数を対 象とするが不特定の者への情 報提供 ）の場合
じょうき しょうすう たいしょう ふとくてい もの じょうほうていきょう ば あ い

この場合、障 害又は障 害に関連する事由を理由として観劇を拒んだり、受講を
ば あ い しょうがいまた しょうがい かんれん じ ゆ う り ゆ う かんげき こば じゅこう

断るなどの異なる取扱いをすることは不均等待遇となる 合理的配慮に関しては 生。 、
ことわ こと とりあつか ふきんとうたいぐう ごうりてきはいりょ かん なま

の情 報を同時的に提供 することの技術的困難さであるとか、演劇や音楽鑑 賞等
じょうほう どうじてき ていきょう ぎじゅつてきこんなん えんげき おんがくかんしょうとう

の芸 術 性、提供 する側の表 現の自由との関係もあり、適切な代替手段は上記Ａ
げいじゅつせい ていきょう がわ ひょうげん じ ゆ う かんけい てきせつ だいたいしゅだん じょうき

の場合に比較し、限られたものとなる可能性があるにしても、少なくとも有 償でか
ば あ い ひ か く かぎ かのうせい すく ゆうしょう

かる情 報を提供 する事業者が、合理的配慮として実施できる手段があるにもかか
じょうほう ていきょう じぎょうしゃ ごうりてきはいりょ じ っ し しゅだん

わらず、これを提供 しない場合は差別と考えるのが妥当である。
ていきょう ば あ い さ べ つ かんが だ と う

３、上記の２ （特定の者への情 報提供 ）の場合）
じょうき とくてい もの じょうほうていきょう ば あ い

この場合、障 害 者はその事業の構成員となっている場合であるので、情 報の
ば あ い しょうがいしゃ じぎょう こうせいいん ば あ い じょうほう

提供 において合理的配慮がなければ、構成員としての役割を果たすことは
ていきょう ご う り て き はいりょ こうせいいん やくわり は

。 、 、 、 、 、 、極めて困難となる したがって 例えば 手話通訳 要約筆記 ノートテイク 筆談
きわ こんなん たと し ゅ わつうやく ようやくひ っ き ひつだん

知的障 害 者や発達障 害 者の特性を配慮した通訳者の立ち会いなどを含む対応、
ち て きしょうがいしゃ はったつしょうがいしゃ とくせい はいりょ つうやくしゃ た あ ふく たいおう

ゆっくり話すなど理解力に配慮した十 分な時間の確保 点字文書 振り仮名付き、 、
はな りかいりょく はいりょ じゅうぶん じ か ん か く ほ て ん じぶんしょ ふ が な つ

の文書等、様々な手段を検討して障 害の特性に応じた情 報提供 及びコミュニ
ぶんしょとう さまざま しゅだん けんとう しょうがい とくせい おう じょうほうていきょうおよ

ケーションのための合理的配慮が求められる。
ごうりてきはいりょ もと

４、上記の３ （一般公 衆との意思の疎通）の場合）
じょうき いっぱんこうしゅう い し そ つ う ば あ い

事業活動において一般公 衆との意思疎通が必要となる事業者、例えば、レス
じぎょうかつどう いっぱんこうしゅう い し そ つ う ひつよう じぎょうしゃ たと

トランでは 客 の注 文を聞いて食事を提供 することになるが そのような役務、 、
きゃく ちゅうもん き い しょくじ ていきょう え き む

を提供 する事業者の場合、コミュニケーションなしには、役務の提供 とはいえ
ていきょう じぎょうしゃ ば あ い え き む ていきょう

ない、又は不十分であることがある。
また ふじゅうぶん

この場合、コミュニケーションが取れないことを理由として役務の提供 自体
ば あ い と り ゆ う え き む ていきょうじ た い

を断るなどの異なる取扱いをすることは不均等待遇となる。
ことわ こと とりあつか ふきんとうたいぐう

また、合理的配慮に関しては、上記例示の手段の提供 や障 害 者の発すること
ごうりてきはいりょ かん じょうきれ い じ しゅだん ていきょう しょうがいしゃ はっ

が間違って受け取られることがないようにすること等を含め、障 害に配慮した
ま ちが う と とう ふく しょうがい はいりょ

方法、手段等の提供 が求められる。
ほうほう しゅだんとう ていきょう もと

第４、その他の留意事項
だい た りゅういじ こ う

「第１、はじめに」で述べたとおり、障 害 者権利条 約は、情 報へのアクセス
だい の しょうがいしゃけ ん りじょうやく じょうほう

、 、 、に関して その利用可能性に関する最低基準及び指針の実施を発展させ 公 表し
かん り よ う かのうせい かん さいていきじゅんおよ し し ん じ っ し はってん こうひょう

及び監視すること等を含む措置をとることを求めている。これは、公 共 的施設や
およ か ん し とう ふく そ ち もと こうきょうてきし せ つ

交通機関へのアクセスと同様、情 報におけるバリアフリー化に向けた施策がなけ
こうつうき か ん どうよう じょうほう か む し さ く

れば 個別的な紛争解決を図ろうとする本法だけでは 情 報における障 壁を全般的、 、
こべつてき ふんそうかいけつ はか ほんぽう じょうほう しょうへき ぜんぱんてき

になくしていくことは困難であるからである。
こんなん

したがって 政府は 障 害 者権利条 約を踏まえて このための施策を検討し 必要、 、 、 、
せ い ふ しょうがいしゃけ ん りじょうやく ふ し さ く けんとう ひつよう

な措置をとることが求められる。
そ ち もと
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だい せつ しょうひん え き む ふ ど う さ ん

第１、はじめに
だい

現代社会においては 商 品を購 入し 役務の提供 を受ける 又は不動産を賃 借、 、 、
げんだいしゃかい しょうひん こうにゅう え き む ていきょう う また ふどうさん ちんしゃく

することなくして、日 常生活や社会生活を送ることは困難である。障 害 者権利
にちじょうせいかつ しゃかいせいかつ おく こんなん しょうがいしゃ け ん り

条 約は、保険の契約を除いてこの分野に特化した差別禁止規定を持たないが、
じょうやく ほ け ん けいやく のぞ ぶ ん や と っ か さ べ つ き ん し き て い も

条 約 上 は これらの性質から あらゆる生活分野における差別を禁止する総則規定、 、
じょうやくじょう せいしつ せいかつぶ ん や さ べ つ き ん し そうそくき て い

の適用が想定されている。
てきよう そうてい

このような日 常生活や社会生活におけるこれらの意義に照らせば、本法におい
にちじょうせいかつ しゃかいせいかつ い ぎ て ほんぽう

ても、この分野における不均等待遇や合理的配慮の不提供が障 害に基づく差別で
ぶ ん や ふきんとうたいぐう ごうりてきはいりょ ふていきょう しょうがい もと さ べ つ

あることを明確にして、これを禁止することが求められる。
めいかく き ん し もと

第２、この分野において差別の禁止が求められる対 象範囲
だい ぶ ん や さ べ つ き ん し もと たいしょうは ん い

１、差別が禁止されるべき事項や場面
さ べ つ き ん し じ こ う ば め ん

この分野において、不均等待遇及び合理的配慮の不提供として差別が禁止され
ぶ ん や ふきんとうたいぐうおよ ごうりてきはいりょ ふていきょう さ べ つ き ん し

る事項は、特に、商 品においては売買、役務においては提供 、不動産において
じ こ う とく しょうひん ばいばい え き む ていきょう ふどうさん

は利用に関する事項である。
り よ う かん じ こ う

１）商 品の売買
しょうひん ばいばい

商 品を巡って差別が禁止されるべき事項としては、例えば、知的障 害 者が
しょうひん めぐ さ べ つ き ん し じ こ う たと ち て きしょうがいしゃ

一人で買い物に行った場合に 親を連れて来ないと売れません といった日用品「 」
ひ と り か もの い ば あ い おや つ こ う にちようひん

の売買、利用の拒否や条 件を付けたり、視覚障 害 者が商 品の内容を識別で
ばいばい り よ う き ょ ひ じょうけん つ し か くしょうがいしゃ しょうひん ないよう しきべつ

きるような点字表示がないため、商 品の選択ができないなど、商 品に関わる
て ん じひょうじ しょうひん せんたく しょうひん かか

情 報の提供 の在り方や売買に伴う契約やその履行に関わる事項である。
じょうほう ていきょう あ か た ばいばい ともな けいやく り こ う かか じ こ う

２）役務の提供
え き む ていきょう

Ａ 役務の提供 を巡っては 具体的な事案では その多くが店舗や施設の利用） 、 、
え き む ていきょう めぐ ぐたいてき じ あ ん おお て ん ぽ し せ つ り よ う

と一体となって提供 されているため 【公 共 的施設・交通機関】の利用の、
いったい ていきょう こうきょうてきし せ つ こうつうき か ん り よ う

分野と重なる事例が多い。一方、訪問看護や訪問介護のように広い意味での
ぶ ん や かさ じ れ い おお いっぽう ほうもんか ん ご ほうもんか い ご ひろ い み

役務の提供 に係る契約等、公 共 的施設や交通機関の利用とは重ならないも
え き む ていきょう かか けいやくとう こうきょうてきし せ つ こうつうき か ん り よ う かさ

のもある。

これらも含め、役務の提供 の分野で差別の禁止が求められる事項として
ふく え き む ていきょう ぶ ん や さ べ つ き ん し もと じ こ う

は、役務提供 に係る契約やその履行に関わる事項である。
え き むていきょう かか けいやく り こ う かか じ こ う

Ｂ）国や地方公 共団体による公 共サービスも、ここでは、役務の提供 とし
くに ち ほ うこうきょうだんたい こうきょう え き む ていきょう

て位置付けられる。行 政による公 共サービスとは、行 政が国民一般、
い ち つ ぎょうせい こうきょう ぎょうせい こくみんいっぱん

、 、 。住 民一般に提供 している諸種のサービスであり 有 償 無償を問わない
じゅうみんいっぱん ていきょう しょしゅ ゆうしょう むしょう と

例えば、地方公 共団体による保健活動の一環として提供 される健康診断
たと ち ほ うこうきょうだんたい ほ け んかつどう いっかん ていきょう けんこうしんだん
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であるとか 予防接種の機会の提供 夏休みの住 民向けの催 し 物 災害時、 、 、
よ ぼ うせっしゅ き か い ていきょう なつやす じゅうみんむ もよお もの さいがい じ

の避難訓練の機会の提供 、行 政主催のカルチャーサークル、税務署による
ひ な んくんれん き か い ていきょう ぎょうせいしゅさい ぜいむしょ

税務相談サービス、国が行う職 業訓練等、様々なものがある。
ぜ い むそうだん くに おこな しょくぎょうくんれんとう さまざま

、このような公 共サービスの分野で差別の禁止が求められる事項としては
こうきょう ぶ ん や さ べ つ き ん し もと じ こ う

公 共サービスの手続とその利用に関わる事項である。
こうきょう てつづき り よ う かか じ こ う

、 、なお 公 共サービスには必ずしも含まれない行 政機関の活動についても
こうきょう かなら ふく ぎょうせいき か ん かつどう

検討が必要である。
けんとう ひつよう

３）不動産の利用
ふどうさん り よ う

不動産の利用において最も問題となるのは 住まいを確保するための賃 貸 借、
ふどうさん り よ う もっと もんだい す か く ほ ちんたいしゃく

、 、 。 、であり 不動産売買については 商 品の売買として検討すれば足りる また
ふどうさんばいばい しょうひん ばいばい けんとう た

公営住 宅については、先に述べた行 政による公 共サービスであって、民間
こうえいじゅうたく さき の ぎょうせい こうきょう みんかん

住 宅の賃 貸 借契約とは法的な性格に違いがあるが、住 宅の確保という面で
じゅうたく ちんたいしゃくけいやく ほうてき せいかく ちが じゅうたく か く ほ めん

は同様であるので、ここに含めて考察すべきである。したがって、差別の禁止
どうよう ふく こうさつ さ べ つ き ん し

が求められる対 象事項としては、賃 貸 借や公営住 宅の入 居の募集、
もと たいしょう じ こ う ちんたいしゃく こうえい じゅうたく にゅうきょ ぼしゅう

賃 貸 借契約や公営住 宅の利用契約及びその継続に関わる事項である。
ちんたいしゃくけいやく こうえいじゅうたく り よ うけいやくおよ けいぞく かか じ こ う

２、差別をしてはならないとされる相手方の範囲
さ べ つ あいてがた は ん い

相手方の範囲については、障 害 者の社会参加といった視点と他者との平 等を
あいてがた は ん い しょうがいしゃ しゃかいさ ん か し て ん た し ゃ びょうどう

図るといった視点からすると、不特定又は多数に対して商 品の販売、役務の
はか し て ん ふとくていまた た す う たい しょうひん はんばい え き む

提供 、不動産の賃貸を行う民間事業者と公 共サービスを提供 する国や地方
ていきょう ふどうさん ちんたい おこな みんかんじぎょうしゃ こうきょう ていきょう くに ち ほ う

公 共団体に分けて次のように整理すべきである。
こうきょうだんたい わ つぎ せ い り

１ 不特定又は多数に対して商 品を販売し 又は役務を提供 し もしくは不動産） 、 、
ふとくていまた た す う たい しょうひん はんばい また え き む ていきょう ふどうさん

を賃貸する事業者
ちんたい じぎょうしゃ

例えば、日用品を販売する商 店経営者、ホテル、旅館等の宿 泊施設を経営
たと にちようひん はんばい しょうてんけいえいしゃ りょかんとう しゅくはくし せ つ けいえい

、 、 、 、する事業者 銀行 保険会社等の金融業 者 娯楽又はレクリエーション施設
じぎょうしゃ ぎんこう ほ け んかいしゃとう きんゆうぎょうしゃ ご ら くまた し せ つ

食 堂 レストラン 喫茶店等の飲 食関係の事業者 不動産賃貸の事業者が含ま、 、 、
しょくどう きっさてんとう いんしょくかんけい じぎょうしゃ ふどうさんちんたい じぎょうしゃ ふく

れる。

２）公 共サービスを提供 する国又は地方公 共団体
こうきょう ていきょう くにまた ち ほ うこうきょうだんたい

この場合、具体的には、当該公 共サービスを提供 する権限を有する国又は
ば あ い ぐたいてき とうがいこうきょう ていきょう けんげん ゆう くにまた

地方公 共団体の担当部 局 である。
ち ほ うこうきょうだんたい たんとうぶきょく

第３、この分野で禁止が求められる不均等待遇
だい ぶ ん や き ん し もと ふきんとうたいぐう

１、不均等待遇の禁止
ふきんとうたいぐう き ん し

、 。不均等待遇について総則で述べたことが この分野でも適用されるべきである
ふきんとうたいぐう そうそく の ぶ ん や てきよう

、 、 、 、 、したがって 本法において 商 品の売買 役務の提供 不動産の利用に関して
ほんぽう しょうひん ばいばい え き む ていきょう ふどうさん り よ う かん
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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異なる
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 こと

取扱いをすることを差別とし、これを禁止することが求められる。
とりあつか さ べ つ き ん し もと

２、不均等待遇を正当化する事由
ふきんとうたいぐう せいとうか じ ゆ う

不均等待遇に該当した場合においても、総則で述べたように、当該取扱いが
ふきんとうたいぐう がいとう ば あ い そうそく の とうがいとりあつか

客 観 的に見て、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
きゃっかんてき み せいとう もくてき もと おこな もくてき て

して当該取扱いがやむを得ないとされる正当化事由がある場合においては、この
とうがいとりあつか え せいとうか じ ゆ う ば あ い

分野においても、不均等待遇の例外として許容されることになる。
ぶ ん や ふきんとうたいぐう れいがい きょよう

ところで、本節における商 品の購 入、役務の提供 、不動産の賃 借は契約に
ほんせつ しょうひん こうにゅう え き む ていきょう ふどうさん ちんしゃく けいやく

基づくことになるが 民法 上 成年被後見人の場合 あるいは被保佐人や被補助人、 、 、
もと みんぽうじょう せいねんひこうけんにん ば あ い ひ ほ さ に ん ひ ほ じ ょ に ん

の場合で保佐人又は補助人の同意を得る必要がある法律行為について、同意又は
ば あ い ほ さ に ん また ほじょにん ど う い え ひつよう ほうりつこ う い ど う いまた

これに代わる裁判所の許可がない場合には、その法律行為は取り消すことができ
か さいばんしょ き ょ か ば あ い ほうりつこ う い と け

るとされている。

そこで 本節の相手方が 契約を希望する障 害 者にこのような行為能 力の制限、 、
ほんせつ あいてがた けいやく き ぼ う しょうがいしゃ こ う いのうりょく せいげん

があるのではないかとの疑念を生じた場合に、制限の有無の確認を求めること、
ぎ ね ん しょう ば あ い せいげん う む かくにん もと

行為能 力の制限があると分かった場合に、法律 上 取り消される可能性のある
こ う い のうりょく せいげん わ ば あ い ほうりつじょうと け かのうせい

契約の締結を拒むことは、やむを得ない場合として不均等待遇の例外に当たる
けいやく ていけつ こ ば む え ば あ い ふきんとうたいぐう れいがい あ

場合もあるであろう。
ば あ い

ただし、いずれの場合も、日用品の購 入その他日 常生活に関する行為につい
ば あ い にちようひん こうにゅう たにちじょうせいかつ かん こ う い

ては、行為能 力の制限はなく、取り消されることで相手方が不利益を負うこと
こ う いのうりょく せいげん と け あいてがた ふ り え き お

もないので、例外とは認められない。
れいがい みと

また、単なる外見だけで行為能 力に制限があるのではないかと判断すること
たん がいけん こ う いのうりょく せいげん はんだん

は、本法が障 害や障 害 者への無知・無理解・偏見をなくそうとするものである
ほんぽう しょうがい しょうがいしゃ む ち む り か い へんけん

以上、許されるべきではない。コミュニケーションに必要な合理的配慮を提供
いじょう ゆる ひつよう ごうりてきはいりょ ていきょう

した上で本人の意思を確認し、それでも、行為能 力の制限があるのではないか
うえ ほんにん い し かくにん こ う いのうりょく せいげん

との疑念を持つことが相当な場合でなければならない。
ぎ ね ん も そうとう ば あ い

第４、この分野で求められる合理的配慮とその不提供
だい ぶ ん や もと ごうりてきはいりょ ふていきょう

１、合理的配慮とその不提供の禁止
ごうりてきはいりょ ふていきょう き ん し

合理的配慮の不提供が差別として禁止されるものであり、過度の負担が生じる
ごうりてきはいりょ ふていきょう さ べ つ き ん し か ど ふ た ん しょう

場合にはその不提供に正当化事由があるとして差別禁止の例外となることについ
ば あ い ふていきょう せいとうか じ ゆ う さ べ つ き ん し れいがい

ては、総則において述べたとおりである。
そうそく の

２、この分野で求められる合理的配慮の内容
ぶ ん や もと ごうりてきはいりょ ないよう

この分野で差別が禁止される事項は、多様で幅が広いので、合理的配慮の内容
ぶ ん や さ べ つ き ん し じ こ う た よ う はば ひろ ごうりてきはいりょ ないよう
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も様々であり、それぞれの場面と障 害の種別や程度に即して、検討されなけれ
さまざま ば め ん しょうがい しゅべつ て い ど そく けんとう

ばならない。

例えば、銀行口座の開設や預金の払い戻し、保険の契約等において、視覚障 害
たと ぎんこうこ う ざ かいせつ よ き ん はら もど ほ け ん けいやくとう し か くしょうがい

のため本人が記入できないので郵 便 局の職 員や銀行員に代筆を依頼するが、断ら
ほんにん きにゅう ゆうびんきょく しょくいん ぎんこういん だいひつ い ら い ことわ

れるといった事例がある。このような場合には本人の意思確認のための代替的手段
じ れ い ば あ い ほんにん い し かくにん だいたいてきしゅだん

として 契約時の本人の意思確認のために契約状 況をビデオ撮影して 等に保管、 CD
けいやく じ ほんにん い し かくにん けいやくじょうきょう さつえい とう ほ か ん

しておくこと等も考え得るところであり、他にも複数の職 員による確認等もあり
とう かんが え た ふくすう しょくいん かくにんとう

得るのであるから、何らかの代替手段を合理的配慮として提供 すべきである。
え なん だいたいしゅだん ごうりてきはいりょ ていきょう

その他、この分野における合理的配慮には様々のものがあるので、政府におい
た ぶ ん や ごうりてきはいりょ さまざま せ い ふ

ては 障 害 者 専門家 事業主の参画を得て ガイドラインを作成することが求め、 、 、 、
しょうがいしゃ せんもんか じぎょうぬし さんかく え さくせい もと

られる。

３、合理的配慮の不提供を正当化する事由
ごうりてきはいりょ ふていきょう せいとうか じ ゆ う

合理的配慮の提供 に過度の負担が伴う場合は 差別には当たらない この過度、 。
ごうりてきはいりょ ていきょう か ど ふ た ん ともな ば あ い さ べ つ あ か ど

の負担という場合には、経済的負担のみならず、業務遂行に及ぼす影 響の面で
ふ た ん ば あ い けいざいてきふ た ん ぎょうむすいこう およ えいきょう めん

は、合理的配慮の提供 により、業務遂行に著しい支障が生じるのか、提供 され
ごうりてきはいりょ ていきょう ぎょうむすいこう いちじる ししょう しょう ていきょう

る機会やサービス等の本質が損なわれるかどうかが判断されなければならないと
き か い とう ほんしつ そこ はんだん

されている。

例えば、障 害特性からクラシックコンサートの最 中に会 場で大声を上げて
たと しょうがいとくせい さいちゅう かいじょう おおごえ あ

しまった場合に、当該サービスの提供 に不可欠な静けさを保つために会 場 内で
ば あ い とうがい ていきょう ふ か け つ しず たも かいじょうない

鑑 賞することを拒否されたといった事例においては、個室を用意し、コンサー
かんしょう き ょ ひ じ れ い こ し つ よ う い

トを鑑 賞する方法等も一つの合理的配慮として考えられることから、このよう
かんしょう ほうほうとう ひと ごうりてきはいりょ かんが

な他の代替的な手段の存在も踏まえた上で、業務の本質を損なうものであるの
た だいたいてき しゅだん そんざい ふ うえ ぎょうむ ほんしつ そこ

か否かが問われなければならない。
いな と

第５、その他の留意事項
だい た りゅういじ こ う

公営住 宅の単身入 居に係る資格制限については、法令 上 の欠格条 項の見直し
こうえいじゅうたく たんしんにゅうきょ かか し か くせいげん ほうれいじょう けっかくじょうこう み なお

（ 国家資格等】参 照）の一つに位置付けられ、63制度にわたる見直しの結果、【
こ っ か し か くとう さんしょう ひと い ち つ せ い ど み なお け っ か

旧 公 営住 宅法施行令では、本人が必要な介助や援助が得られるなら単身入 居が
きゅうこうえいじゅうたくほうしこうれい ほんにん ひつよう かいじょ えんじょ え たんしんにゅうきょ

可能として入 居資格の制限に対する緩和措置がとられた。
か の う にゅうきょし か く せいげん たい か ん わ そ ち

ところが この点については 地方公 共団体に委ねられることになり 現 状は国、 、 、
てん ち ほ うこうきょうだんたい ゆだ げんじょう くに

の見直しで到達したその水 準から大きく後退したところもある。
み なお とうたつ すいじゅん おお こうたい

地方公 共団体の募集案内の中には、単身者で入 居するには、介護を受けていて
ち ほ うこうきょうだんたい ぼしゅうあんない なか たんしんしゃ にゅうきょ か い ご う

もなお 自らの 力 介助なし で 食事やトイレ等ができる自活要件 一人暮らし、 （ ） 、 （
みずか ちから かいじょ しょくじ とう じ か つようけん ひ と りぐ

ができること が必要とされ そのため 自活要件を確認するために申 込 者との面接） 、 、
ひつよう じ か つようけん かくにん もうしこみしゃ めんせつ

を行う条 件が付けられている事例が各地でみられる また 県営住 宅の所在市町村。 、
おこな じょうけん つ じ れ い か く ち けんえいじゅうたく しょざいしちょうそん

において常時の相談対応等の居 住支援（居 住サポート事業）が実施されているこ
じょうじ そうだんたいおうとう きょじゅうし え ん きょじゅう じぎょう じ っ し
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とを条 件とする地方公 共団体もある。
じょうけん ち ほ うこうきょうだんたい

公営住 宅の入 居は、地域で暮らすための前提となる重 要な課題であることか
こうえいじゅうたく にゅうきょ ち い き く ぜんてい じゅうよう か だ い

ら 入 居資格に 自活要件 を求めることや 居 住サポート事業がある地域に限定、 「 」 、
にゅうきょし か く じ か つようけん もと きょじゅう じぎょう ち い き げんてい

することは地域生活を妨げる要因となり、障 害 者権利条 約の趣旨にもとる結果と
ち い きせいかつ さまた よういん しょうがいしゃけ ん りじょうやく し ゅ し け っ か

もなっている。

そもそも、障 害 者の中でも重度の障 害 者は家族を形成する機会に恵まれないだ
しょうがいしゃ なか じゅうど しょうがいしゃ か ぞ く けいせい き か い めぐ

けでなく、低所得の場合が多いため、障 害のない者、あるいは障 害 者の中でも
ていしょとく ば あ い おお しょうがい もの しょうがいしゃ なか

比較的軽度の障 害 者と比較すると世帯を形成する割合はかなり低いと思われる。
ひかくてき け い ど しょうがいしゃ ひ か く せ た い けいせい わりあい ひく おも

高齢者や障 害 者の場合には単身入 居が特別に認められているとはいえ、世帯用
こうれいしゃ しょうがいしゃ ば あ い たんしんにゅうきょ とくべつ みと せ た いよう

の住 居の数に比較すると圧倒的に少ない特例的な施策であり、基本を世帯単位と
じゅうきょ かず ひ か く あっとうてき すく とくれいてき し さ く き ほ ん せ た い た ん い

して制度設計すること自体が、先に述べた状 態にある重度の障 害 者の住 宅ニー
せ い どせっけい じ た い さき の じょうたい じゅうど しょうがいしゃ じゅうたく

ズを排除しているともいえる。
はいじょ

かような状 況において、特例的に認められる単身入 居の枠からも自力で
じょうきょう とくれいてき みと たんしんにゅうきょ わく じ り き

身の回りのことができない者（たとえ、公的介護を受けて民間のアパートで一人
み まわ もの こうてきか い ご う みんかん ひ と り

暮らしをすることが可能な者であっても）を排除する入 居資格の設定は、各地方
ぐ か の う もの はいじょ にゅうきょし か く せってい かくちほう

公 共団体において、見直しも含めた検討が求められる。
こうきょうだんたい み なお ふく けんとう もと
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第４節 医療
だい せつ いりょう

第１、はじめに
だい

障 害 者権利条 約は「障 害 者は障 害を理由とする差別なしに到達可能な最高
しょうがいしゃけ ん りじょうやく しょうがいしゃ しょうがい り ゆ う さ べ つ とうたつか の う さいこう

水 準の健康を享 受する権利を有することを認める」として、この分野で差別が
すいじゅん けんこう きょうじゅ け ん り ゆう みと ぶ ん や さ べ つ

あってはならないことを前提とした上で、締約国に対して「他の者と同一の質の
ぜんてい うえ ていやくこく たい た もの どういつ しつ

医療（例えば、情 報に基づく自由な同意を基礎とした医療）を障 害 者に提供
いりょう たと じょうほう もと じ ゆ う ど う い き そ いりょう しょうがいしゃ ていきょう

するよう要請すること」等を求めている。
ようせい とう もと

そもそも、医療分野は【役務】の提供 の一つではあるが、国民の生命と健康
いりょうぶ ん や え き む ていきょう ひと こくみん せいめい けんこう

に関わるものであるので、医師等の高い専門性を有する者だけに独占を委ねられ
かか い し とう たか せんもんせい ゆう もの どくせん ゆだ

た分野である。
ぶ ん や

したがって、この独占は、市場原理だけからは導きだされることのない適正な
どくせん しじょうげ ん り みちび てきせい

医療水 準で医療を提供 するという公的責任を伴うものである。医師法自体が
いりょうすいじゅん いりょう ていきょう こうてきせきにん ともな い し ほ う じ た い

診 療拒否を原則否定しているなどの特性があり、私的自治を前提とする一般の
しんりょうき ょ ひ げんそくひ て い とくせい し て き じ ち ぜんてい いっぱん

【役務】の提供 の分野とは異なる。
え き む ていきょう ぶ ん や こと

そこで、本法においても、医療は独自の分野として、この分野における不均等
ほんぽう いりょう ど く じ ぶ ん や ぶ ん や ふきんとう

待遇や合理的配慮の不提供が障 害に基づく差別であることを明確にして、これ
たいぐう ごうりてきはいりょ ふていきょう しょうがい もと さ べ つ めいかく

を禁止することが求められる。
き ん し もと

第２、この分野において差別の禁止が求められる対 象範囲
だい ぶ ん や さ べ つ き ん し もと たいしょうは ん い

１、差別が禁止されるべき事項や場面
さ べ つ き ん し じ こ う ば め ん

障 害 者は、障 害があるだけで診察を拒否される、診察に当たって介助者や
しょうがいしゃ しょうがい しんさつ き ょ ひ しんさつ あ かいじょしゃ

保護者の付添いを求められる、 逆 に手話通訳者の同席を認めない、障 害の特性
ほ ご し ゃ つき そ もと ぎゃく し ゅ わつうやくしゃ どうせき みと しょうがい とくせい

に配慮した十 分な説明に基づく同意がないままに治療されたり、入 院させられ
はいりょ じゅうぶん せつめい もと ど う い ちりょう にゅういん

たりする等の扱いを受けることが多い。
とう あつか う おお

このような扱いにより、必要な医療を受けることができず、症 状が悪化する
あつか ひつよう いりょう う しょうじょう あ っ か

だけではなく、 命 の危険につながるなど、深刻な状 況に陥ることもある。ま
いのち き け ん しんこく じょうきょう おちい

た、障 害を理由として本人の自己決定や身体の自由が他の者よりも軽視される
しょうがい り ゆ う ほんにん じ こ けってい しんたい じ ゆ う た もの け い し

事態も生じる。他の者と同質・平 等な医療を保障するためには、こうした現 状
じ た い しょう た もの どうしつ びょうどう いりょう ほしょう げんじょう

を改め、障 害に基づく差別は禁止されなければならない。
あらため しょうがい もと さ べ つ き ん し

したがって、この分野で差別が禁止されるべき事項は、医療の提供 に伴う
ぶ ん や さ べ つ き ん し じ こ う いりょう ていきょう ともな

受付手続、診 療、医療行為、施薬、入 通 院管理、治療後の訓練、それらに必要
うけつけてつづき しんりょう いりょうこ う い せ や く にゅうつういんか ん り ちりょう ご くんれん ひつよう

な情 報の提供 等に関わる事項である。
じょうほう ていきょうとう かか じ こ う

２、差別をしてはならないとされる相手方の範囲
さ べ つ あいてがた は ん い
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生活の中で医療に関連する場面を考えると、病 院の受付や診察、ドラッグス
せいかつ なか いりょう かんれん ば め ん かんが びょういん うけつけ しんさつ

トアの 薬 の販売等 多岐にわたる しかし 役務 の提供 の 中 で医療分野に特化、 。 、【 】
くすり はんばいとう た き え き む ていきょう ちゅう いりょうぶ ん や と っ か

した規定を設ける以上、本節における相手方は、医療の独占が許されている医療
き て い もう いじょう ほんせつ あいてがた いりょう どくせん ゆる いりょう

機関（病 院、診 療 所、薬 局）に限定すべきである。
き か ん びょういん しんりょうじょ やっきょく げんてい

第３、この分野で禁止が求められる不均等待遇
だい ぶ ん や き ん し もと ふきんとうたいぐう

１、不均等待遇の禁止
ふきんとうたいぐう き ん し

先に述べたように 障 害 者は 診 療を拒否されたり 介助者や保護者の付添い、 、 、
さき の しょうがいしゃ しんりょう き ょ ひ かいじょしゃ ほ ご し ゃ つき そ

といった条 件を加えられたり 障 害の特性に配慮した十 分な説明に基づく同意、
じょうけん くわ しょうがい とくせい はいりょ じゅうぶん せつめい もと ど う い

がないままに治療されたり、入 院させられたりする等の扱いを受けることが
ちりょう にゅういん とう あつか う

多い。また、入 院を避けるための工夫が可能であるのに、その工夫を尽くさず
おお にゅういん さ く ふ う か の う く ふ う つ

に入 院させる場合もある。これらは、障 害又は障 害に関連する事由を理由と
にゅういん ば あ い しょうがいまた しょうがい かんれん じ ゆ う り ゆ う

する異なる取扱いに該当することになる。
こと とりあつか がいとう

そこで、医療分野における不均等待遇の禁止規定においては、障 害又は障 害
いりょうぶ ん や ふきんとうたいぐう き ん し き て い しょうがいまた しょうがい

に関連する事由を理由とする以下の行為について明記することが妥当である。
かんれん じ ゆ う り ゆ う い か こ う い め い き だ と う

１）医療の提供 を拒むこと、医療の提供 に当たって条 件を付すこと
いりょう ていきょう こ ば む いりょう ていきょう あ じょうけん ふ

２）一般に提供 されるインフォームド・コンセントなしに医療を提供 すること
いっぱん ていきょう いりょう ていきょう

すなわち、個々の医療行為について、インフォームド・コンセントの原則を
こ こ いりょうこ う い げんそく

履践すべきことは 医療一般の原則とされているところであるから 他者と同質、 、
り せ ん いりょういっぱん げんそく た し ゃ どうしつ

・平 等な医療を保障するという観点からインフォームド・コンセントなしに
びょうどう いりょう ほしょう かんてん

強 制 的に医療を行うこと
きょうせいてき いりょう おこな

３ 在宅医療の提供 等 地域で生活しながら医療が受けられるための合理的配慮） 、
ざいたくいりょう ていきょうとう ち い き せいかつ いりょう う ごうりてきはいりょ

を提供 することなしに、入 院を強 制すること
ていきょう にゅういん きょうせい

２、不均等待遇を正当化する事由
ふきんとうたいぐう せいとうか じ ゆ う

総則で述べたように、当該取扱いが客 観 的に見て、正当な目的の下に行われた
そうそく の とうがいとりあつか きゃっかんてき み せいとう もくてき もと おこな

ものであり、かつ、その目的に照らして当該取扱いがやむを得ないとされる正当化
もくてき て とうがいとりあつか え せいとうか

事由がある場合においては、不均等待遇の例外として許容されることになる。
じ ゆ う ば あ い ふきんとうたいぐう れいがい きょよう

、 、例えば 歯科や耳鼻科の治療で不随運動やパニックを起こす可能性がある場合
たと し か じ び か ちりょう ふ ず いうんどう お かのうせい ば あ い

本人や周囲の安全のためとして、診 療を断ることや押さえつけて治療をするこ
ほんにん しゅうい あんぜん しんりょう ことわ お ちりょう

とがあるが、それ自体は、不均等待遇を正当化する事由にはならない。安心感を
じ た い ふきんとうたいぐう せいとうか じ ゆ う あんしんかん

伝えながら診 療するといった合理的配慮を提供 してもなお 必要な医療が提供、
つた しんりょう ごうりてきはいりょ ていきょう ひつよう いりょう ていきょう

できない場合でなければならない。
ば あ い

障 害 者に特化した自傷他害のおそれや法的判断能 力の欠如ということも、他の
しょうがいしゃ と っ か じしょうた が い ほうてきはんだんのうりょく けつじょ た
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者と同質・平 等な医療を保障するという観点から、交通事故で意識不明の重 体
もの どうしつ びょうどう いりょう ほしょう かんてん こうつう じ こ い し き ふ め い じゅうたい

になり 本人の意思が確認できない場合といった緊 急医療一般で認められる例外、
ほんにん い し かくにん ば あ い きんきゅういりょういっぱん みと れいがい

を除き 合理的配慮の提供 を通じた平 等取扱いの方途がある限りは 不均等待遇、 、
の ぞ き ごうりてきはいりょ ていきょう つう びょうどうとりあつか ほ う と かぎ ふきんとうたいぐう

を是認しうる正当化事由にはならないと解される。
ぜ に ん せいとうか じ ゆ う かい

第４、この分野で求められる合理的配慮とその不提供
だい ぶ ん や もと ごうりてきはいりょ ふていきょう

１、合理的配慮とその不提供の禁止
ごうりてきはいりょ ふていきょう き ん し

合理的配慮の不提供が差別として禁止されるものであり、過度の負担が生じる
ごうりてきはいりょ ふていきょう さ べ つ き ん し か ど ふ た ん しょう

場合にはその不提供に正当化事由があるとして差別禁止の例外となることについ
ば あ い ふていきょう せいとうか じ ゆ う さ べ つ き ん し れいがい

ては、総則において述べたとおりである。
そうそく の

２、この分野で求められる合理的配慮の内容
ぶ ん や もと ごうりてきはいりょ ないよう

障 害 者に他の者と同質・平 等な医療を受ける権利が実質的に保障されるため
しょうがいしゃ た もの どうしつ びょうどう いりょう う け ん り じっしつてき ほしょう

には、治療や検査の内容を絵や写真を使って伝えることや、診察で手話通訳者や
ちりょう け ん さ ないよう え しゃしん つか つた しんさつ し ゅ わつうやくしゃ

支援者の同席を認めることといった合理的配慮の提供 が求められる。
しえんしゃ どうせき みと ごうりてきはいりょ ていきょう もと

したがって、合理的配慮として以下の内容をガイドライン等に明示することが
ごうりてきはいりょ い か ないよう とう め い じ

妥当である。
だ と う

１）適切な情 報伝達方法
てきせつ じょうほうでんたつほうほう

２）医行為等に関して十 分な説明に基づく自由な同意が行われるために必要な
い こ う いとう かん じゅうぶん せつめい もと じ ゆ う ど う い おこな ひつよう

自己決定の支援
じ こ けってい し え ん

３）補助者、介助者、手話通訳者等の必要な付添いの承 諾
ほ じ ょしゃ かいじょしゃ し ゅ わつうやくしゃとう ひつよう つき そ しょうだく

４）補助機器、人的援助の提供
ほ じ ょ き き じんてきえんじょ ていきょう

５）医行為等の提供 に関する運用、方針、手続における不利益除去対策
い こ う いとう ていきょう かん うんよう ほうしん てつづき ふ り え き じょきょたいさく

６）在宅での療 養及び可能な限り居 住地域で医療的ケアを受けられるようにす
ざいたく りょうようおよ か の う かぎ きょじゅうち い き いりょうてき う

るための配慮
はいりょ

７）障 害特性に応じて、必要な場合には不安感を取り除き、安心感を伝えなが
しょうがいとくせい おう ひつよう ば あ い ふあんかん と のぞ あんしんかん つた

ら診 療するための配慮
しんりょう はいりょ

８）その他、障 害 者のサービスの提供 を受ける権利を実質的に保障するために
た しょうがいしゃ ていきょう う け ん り じっしつてき ほしょう

必要な配慮
ひつよう はいりょ

３、合理的配慮の不提供を正当化する事由
ごうりてきはいりょ ふていきょう せいとうか じ ゆ う

総則で述べたとおり、この分野においても合理的配慮の提供 が過度の負担を
そうそく の ぶ ん や ごうりてきはいりょ ていきょう か ど ふ た ん

生じる場合は、これを提供 しないことが差別には当たらないとされる。
しょう ば あ い ていきょう さ べ つ あ

しかし、医療が独占され、国民の生命や健康に関わるものであることからする
いりょう どくせん こくみん せいめい けんこう かか

と過度の負担の判断は慎 重であらねばならない。
か ど ふ た ん はんだん しんちょう

第５、その他の留意事項
だい た りゅういじ こ う
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１、精神医療
せいしんいりょう

精神障 害 者に限定した強 制入 院は「いかなる場合においても自由のはく奪
せいしんしょうがいしゃ げんてい きょうせいにゅういん ば あ い じ ゆ う だつ

が障 害の存在によって正当化されない」とする障 害 者権利条 約に抵 触するの
しょうがい そんざい せいとうか しょうがいしゃけ ん りじょうやく ていしょく

ではないかという問題点があり、かかる観点から、心神喪失等の状 態で重 大な
もんだいてん かんてん しんしんそうしつとう じょうたい じゅうだい

他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律（医療観察法）や精神保健
た が い こ う い おこな もの いりょうおよ かんさつとう かん ほうりつ いりょうかんさつほう せいしん ほ け ん

及び精神障 害 者福祉に関する法律（精神保健福祉法）の在り方について障 害 者
およ せいしんしょうがいしゃふ く し かん ほうりつ せいしんほ け ん ふくしほう あ か た しょうがいしゃ

政策委員会等においても引き続き検討されることの必要性が指摘された。
せいさくいいんかいとう ひ つづ けんとう ひつようせい し て き

２、関連領 域
かんれんりょういき

、 、【 】医療に関連する 薬 の製造 ドラッグストアでの 薬 の販売等についても 医療
いりょう かんれん くすり せいぞう くすり はんばいとう いりょう

の分野に含めるべきとの指摘もあったが 先に述べたように 商 品 役務 等、 、【 】【 】
ぶ ん や ふく し て き さき の しょうひん え き む とう

の分野で対処するのが妥当である。
ぶ ん や たいしょ だ と う

３、プライバシー

この分野では、診察や治療等で身体に接 触したり、肌を露出する機会が多い
ぶ ん や しんさつ ちりょうとう しんたい せっしょく はだ ろしゅつ き か い おお

ため、障 害のない人に対するのと同程度のプライバシーや性別の差に配慮した
しょうがい ひと たい どうていど せいべつ さ はいりょ

医療の提供 が求められる。
いりょう ていきょう もと


