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新
しん

「障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」に関
かん

する障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

の意見
い け ん

 

 

障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

は、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

に基
もと

づき、障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

についての内閣
ないかく

総理
そ う り

大臣
だいじん

への意見
い け ん

を以下
い か

のとおり取
と

りまとめる。今後
こ ん ご

、政府
せ い ふ

において、本障害者
ほんしょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

の意見
い け ん

を十分
じゅうぶん

に踏
ふ

まえ、計画
けいかく

を策定
さくてい

するよう望
のぞ

むものである。 

 

はじめに 

 

１、これまでの計画
けいかく

 

我
わ

が国
くに

では、国際
こくさい

障害者
しょうがいしゃ

年
ねん

（昭和
しょうわ

56（1981）年
ねん

）を契機
け い き

に、以下
い か

の長期
ちょうき

の計画
けいかく

等
とう

の下
もと

で障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する施策
し さ く

が継続的
けいぞくてき

に実施
じ っ し

され、様々
さまざま

な課題
か だ い

を抱
かか

えながら

も、その取組
とりくみ

が強化
きょうか

されてきた。 

① 障害者
しょうがいしゃ

対策
たいさく

に関
かん

する長期
ちょうき

計画
けいかく

（昭和
しょうわ

57（1982）年
ねん

） 

 国連
こくれん

障害者
しょうがいしゃ

の十年
じゅうねん

の国内
こくない

行動
こうどう

計画
けいかく

として、障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

に関
かん

する初
はじ

めての

長期
ちょうき

計画
けいかく

として策定
さくてい

された計画
けいかく

。 

② 障害者
しょうがいしゃ

対策
たいさく

に関
かん

する新長期
しんちょうき

計画
けいかく

（平成
へいせい

４（1992）年
ねん

） 

 平成
へいせい

５（1993）年度
ね ん ど

からおおむね 10年間
ねんかん

を計画
けいかく

期間
き か ん

とし、同年
どうねん

12月
がつ

に改
かい

正
せい

された障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

（昭和
しょうわ

45年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

84号
ごう

）により同法
どうほう

に基
もと

づく障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

と位置付
い ち づ

けられた計画
けいかく

。 

③ 障害者
しょうがいしゃ

プラン（平成
へいせい

７（1995）年
ねん

） 

 新長期
しんちょうき

計画
けいかく

の後期
こ う き

重点
じゅうてん

施策
し さ く

実施
じ っ し

計画
けいかく

として策定
さくてい

され、障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

の分野
ぶ ん や

で初
はじ

めて数値
す う ち

による施策
し さ く

の達成
たっせい

目標
もくひょう

が掲
かか

げられた計画
けいかく

。 

④ 障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

（平成
へいせい

14（2002）年
ねん

） 

 新長期
しんちょうき

計画
けいかく

における「リハビリテーション」及
およ

び「ノーマライゼーショ

ン」の理念
り ね ん

を継承
けいしょう

するとともに、障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

、参画
さんかく

に向
む

けた施策
し さ く

の一層
いっそう

の推進
すいしん

を図
はか

るため、平成
へいせい

15（2003）年度
ね ん ど

から 24（2012）年度
ね ん ど

までの

10年間
ねんかん

に講
こう

ずべき障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

の基本的
きほんてき

方向
ほうこう

について定
さだ

められた現行
げんこう

の計画
けいかく

。 

 

また、同時
ど う じ

に我
わ

が国
くに

の障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

は、これらの計画
けいかく

とともに下記
か き

に示
しめ

す

国際的
こくさいてき

な取組
とりくみ

の一環
いっかん

としても実施
じ っ し

されてきた。 

① 国連
こくれん

障害者
しょうがいしゃ

の十年
じゅうねん

（1983年
ねん

～1992年
ねん

） 
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 国連
こくれん

障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する世界
せ か い

行動
こうどう

計画
けいかく

を推進
すいしん

。 

② アジア太平洋
たいへいよう

障害者
しょうがいしゃ

の十年
じゅうねん

（1993年
ねん

～2002年
ねん

） 

 平成
へいせい

４（1992）年
ねん

、国連
こくれん

障害者
しょうがいしゃ

の十年
じゅうねん

の終了
しゅうりょう

を受
う

けて、アジア太平洋
たいへいよう

地域
ち い き

における国連
こくれん

障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する世界
せ か い

行動
こうどう

計画
けいかく

の更
さら

なる推進
すいしん

を国連
こくれん

アジア

太平洋
たいへいよう

経済
けいざい

社会
しゃかい

委員会
いいんかい

（ESCAP）総会
そうかい

が決議
け つ ぎ

。 

③ 第二次
だ い に じ

アジア太平洋
たいへいよう

障害者
しょうがいしゃ

の十年
じゅうねん

（2003年
ねん

～2012年
ねん

） 

 平成
へいせい

14（2002）年
ねん

、我
わ

が国
くに

の主唱
しゅしょう

により、アジア太平洋
たいへいよう

障害者
しょうがいしゃ

の十年
じゅうねん

を更
さら

に 10年
ねん

延長
えんちょう

し、次期
じ き

10年
ねん

の行動
こうどう

課題
か だ い

として「アジア太平洋
たいへいよう

障害者
しょうがいしゃ

のための、

インクルーシブで、バリアフリーかつ権利
け ん り

に基
もと

づく社会
しゃかい

に向
む

けた行動
こうどう

のた

めのびわこミレニアム・フレームワーク」(Biwako Millennium Framework：

BMF)を採択
さいたく

。 

 

２、この 10年間
ねんかん

の動
うご

き 

これらの計画
けいかく

、特
とく

に障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

の期間
き か ん

（平成
へいせい

15（2003）年度
ね ん ど

から 24（2012）

年度
ね ん ど

までの 10年間
ねんかん

）における障害者
しょうがいしゃ

に関連
かんれん

する新
あら

たな動
うご

きとして、主
おも

なもの

を次
つぎ

のように挙
あ

げることができる。 

 

平成
へいせい

15（2003）年
ねん

 

・ 社会
しゃかい

福祉
ふ く し

の基礎
き そ

構造
こうぞう

の改革
かいかく

の一環
いっかん

として、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

及
およ

び知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

の

福祉
ふ く し

サービスについて、「措置
そ ち

制度
せ い ど

」から「支援費
し え ん ひ

制度
せ い ど

」に移行
い こ う

。 

・ 触法
しょくほう

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の処遇
しょぐう

に関
かん

して、心神
しんしん

喪失
そうしつ

等
とう

の状態
じょうたい

で重大
じゅうだい

な他害
た が い

行為
こ う い

を

行
おこな

った者
もの

の医療
いりょう

及
およ

び観察
かんさつ

等
とう

に関
かん

する法律
ほうりつ

（平成
へいせい

15年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

110号
ごう

）が成立
せいりつ

。 

 

平成
へいせい

16（2004）年
ねん

 

・ 基本的理念
きほんてきりねん

の規定
き て い

に障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

として差別
さ べ つ

することその他
た

の権利
け ん り

利益
り え き

を

侵害
しんがい

する行為
こ う い

をしてはならない旨
むね

等
とう

を追加
つ い か

した障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の一部
い ち ぶ

を改正
かいせい

する法律
ほうりつ

（平成
へいせい

16年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

80号
ごう

）が成立
せいりつ

。 

・ 第二次
だ い に じ

アジア太平洋
たいへいよう

障害者
しょうがいしゃ

の十年
じゅうねん

及
およ

び我
わ

が国
くに

の障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

を推進
すいしん

すると

ともに、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

を推進
すいしん

することを目的
もくてき

に障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

を中心
ちゅうしん

として

連携
れんけい

を図
はか

るという目的
もくてき

の下
もと

に、11 の主
おも

な障害
しょうがい

団体
だんたい

を発起
ほ っ き

団体
だんたい

として日本
に ほ ん

障害
しょうがい

フォーラム(JDF)が設立
せつりつ

。 

 



- 3 - 
 

平成
へいせい

17（2005）年
ねん

 

・ 身体
しんたい

障害
しょうがい

、知的
ち て き

障害
しょうがい

、精神
せいしん

障害
しょうがい

の三
さん

障害
しょうがい

を福祉
ふ く し

サービスの対象
たいしょう

とする

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

（平成
へいせい

17年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

123号
ごう

）が成立
せいりつ

。 

 

平成
へいせい

18（2006）年
ねん

 

・ 内閣府
ないかくふ

「災害
さいがい

時
じ

要援護者
ようえんごしゃ

の避難
ひ な ん

対策
たいさく

に関
かん

する研究会
けんきゅうかい

」検討
けんとう

報告
ほうこく

 

・ 従来
じゅうらい

の盲
もう

・聾
ろう

・養護
よ う ご

学校
がっこう

の制度
せ い ど

を特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の制度
せ い ど

に転換
てんかん

すること等
とう

を内容
ないよう

とする学校
がっこう

教育法
きょういくほう

等
とう

の一部
い ち ぶ

を改正
かいせい

する法律
ほうりつ

（平成
へいせい

18年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

80号
ごう

）

が成立
せいりつ

。 

・ いわゆるハートビル法
ほう

と交通
こうつう

バリアフリー法
ほう

を統合
とうごう

した高齢者
こうれいしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の移動
い ど う

等
とう

の円滑化
えんかつか

の促進
そくしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

（平成
へいせい

18年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

91号
ごう

）が成立
せいりつ

。 

・ 2001年
ねん

から議論
ぎ ろ ん

されてきた障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関
かん

する条約
じょうやく

（仮称
かしょう

）（以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

」という。）が第
だい

61回
かい

国連
こくれん

総会
そうかい

において採択
さいたく

。 

 

平成
へいせい

19（2007）年
ねん

 

・ 日本
に ほ ん

政府
せ い ふ

が障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

に署名
しょめい

。 

 

平成
へいせい

20（2008）年
ねん

 

・ いわゆる教科書
きょうかしょ

バリアフリー法
ほう

である障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

及
およ

び生徒
せ い と

のため

の教科用
きょうかよう

特定
とくてい

図書
と し ょ

等
とう

の普及
ふきゅう

の促進
そくしん

等
とう

に関
かん

する法律
ほうりつ

（平成
へいせい

20年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

81号
ごう

）

が成立
せいりつ

。 

 

平成
へいせい

21（2009）年
ねん

 

・ 障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

の締結
ていけつ

に必要
ひつよう

な国内法
こくないほう

の整備
せ い び

を始
はじ

めとする我
わ

が国
くに

の

障害者
しょうがいしゃ

制度
せ い ど

の集中的
しゅうちゅうてき

な改革
かいかく

を行
おこな

うため、内閣
ないかく

に 障
しょう

がい者
しゃ

制度
せ い ど

改革
かいかく

推進
すいしん

本部
ほ ん ぶ

を設置
せ っ ち

。 

・ 障
しょう

がい者
しゃ

制度
せ い ど

改革
かいかく

推進
すいしん

本
ほん

部長
ぶちょう

により、障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

の推進
すいしん

に関
かん

する事項
じ こ う

について意見
い け ん

を求
もと

めるため障
しょう

がい者
しゃ

制度
せ い ど

改革
かいかく

推進
すいしん

会議
か い ぎ

（以下
い か

、「推進
すいしん

会議
か い ぎ

」

という。）の開催
かいさい

が決定
けってい

。 
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平成
へいせい

22（2010）年
ねん

 

・ 国
くに

(厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

)が障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

訴訟
そしょう

原告
げんこく

ら(71名
めい

)との間
あいだ

で訴訟上
そしょうじょう

の和解
わ か い

を行
おこな

い、速
すみ

やかに応
おう

益
えき

負担
ふ た ん

(定率
ていりつ

負担
ふ た ん

)制度
せ い ど

を廃
はい

止
し

し、遅
おそ

くとも平成
へいせい

25（2013）年
ねん

８月
がつ

までに、障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

を廃止
は い し

し新
あら

たな総合的
そうごうてき

な福祉
ふ く し

法制
ほうせい

を実施
じ っ し

する等
とう

とした「基本
き ほ ん

合意
ご う い

文書
ぶんしょ

」を締結
ていけつ

。 

・ 推進
すいしん

会議
か い ぎ

の第一次
だいいちじ

意見
い け ん

を最大限
さいだいげん

に尊重
そんちょう

して、政府
せ い ふ

が「障害者
しょうがいしゃ

制度
せ い ど

改革
かいかく

の

推進
すいしん

のための基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

について」を閣議
か く ぎ

決定
けってい

。 

・ いわゆるつなぎ法
ほう

である障
しょう

がい者
しゃ

制度
せ い ど

改革
かいかく

推進
すいしん

本部
ほ ん ぶ

等
とう

における検討
けんとう

を

踏
ふ

まえて障害
しょうがい

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

施策
し さ く

を見直
み な お

すまでの間
あいだ

において障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支援
し え ん

するための関係
かんけい

法律
ほうりつ

の整備
せ い び

に関
かん

する法律
ほうりつ

（平成
へいせい

22年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

71

号
ごう

）により、障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

が一部
い ち ぶ

改正
かいせい

。 

・ 実効性
じっこうせい

確保
か く ほ

の観点
かんてん

から、できる限
かぎ

り具体的
ぐたいてき

な数値
す う ち

目標
もくひょう

やスケジュール

を明確
めいかく

に設定
せってい

し、達成
たっせい

状況
じょうきょう

について定期的
ていきてき

にフォローアップを行
おこな

うこと

を明
あき

らかにした第
だい

３次
じ

男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

基本
き ほ ん

計画
けいかく

が男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

社会
しゃかい

基本法
きほんほう

（平成
へいせい

11年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

78号
ごう

）に基
もと

づいて閣議
か く ぎ

決定
けってい

。女性
じょせい

障害者
しょうがいしゃ

の複合的
ふくごうてき

に困難
こんなん

な状況
じょうきょう

に言及
げんきゅう

。 

・ 推進
すいしん

会議
か い ぎ

が、インクルーシブ社会
しゃかい

の構築
こうちく

、障害
しょうがい

概念
がいねん

の社会
しゃかい

モデルへの

転換
てんかん

、施策
し さ く

の実施
じ っ し

状況
じょうきょう

を監視
か ん し

する機関
き か ん

の創設
そうせつ

等
とう

を内容
ないよう

とする障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の改正
かいせい

について、第二次
だ い に じ

意見
い け ん

をとりまとめる。 

 

平成
へいせい

23（2011）年
ねん

 

・ 東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

により未曾有
み ぞ う

の被害
ひ が い

。 

NHK によると障害者
しょうがいしゃ

の死亡率
しぼうりつ

は障害
しょうがい

のない人
ひと

のほぼ２倍
ばい

。 

・ 以前
い ぜ ん

からの懸案
けんあん

であった虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

について、障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

、障害者
しょうがいしゃ

の養護者
ようごしゃ

に対
たい

する支援
し え ん

等
とう

に関
かん

する法律
ほうりつ

（平成
へいせい

23年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

79号
ごう

）が議員
ぎ い ん

立法
りっぽう

によって成立
せいりつ

。 

・ 上記
じょうき

推進
すいしん

会議
か い ぎ

の第二次
だ い に じ

意見
い け ん

を踏
ふ

まえ、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の一部
い ち ぶ

を改正
かいせい

する

法律
ほうりつ

（平成
へいせい

23年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

90号
ごう

）が成立
せいりつ

。 

・ 推進
すいしん

会議
か い ぎ

の下
もと

に開催
かいさい

された総合
そうごう

福祉
ふ く し

部会
ぶ か い

が「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の骨格
こっかく

に

関
かん

する総合
そうごう

福祉
ふ く し

部会
ぶ か い

の提言
ていげん

」をまとめる。 

 

平成
へいせい

24（2012）年
ねん
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・ 改正
かいせい

障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

に基
もと

づき障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

が発足
ほっそく

。 

・ 地域
ち い き

社会
しゃかい

における共生
きょうせい

の実現
じつげん

に向
む

けて新
あら

たな障害
しょうがい

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

施策
し さ く

を講
こう

ず

るための関係
かんけい

法律
ほうりつ

の整備
せ い び

に関
かん

する法律
ほうりつ

（平成
へいせい

24年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

51号
ごう

）により、

障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するための法律
ほうりつ

（障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

）が制定
せいてい

。 

・ 推進
すいしん

会議
か い ぎ

の下
もと

で発足
ほっそく

し障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

に議論
ぎ ろ ん

が引
ひ

き継
つ

がれた差別
さ べ つ

禁止
き ん し

部会
ぶ か い

が「障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

に関
かん

する法制
ほうせい

」についての意見
い け ん

をまとめる。 

 

３、新
あたら

しい基本
き ほ ん

計画
けいかく

に向
む

けて 

以上
いじょう

のように、この 10年間
ねんかん

は、国際的
こくさいてき

にも国内的
こくないてき

にも極
きわ

めて大
おお

きな議論
ぎ ろ ん

を伴
ともな

いながら障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する法
ほう

制度
せ い ど

が目
め

まぐるしく動
うご

いた時期
じ き

であり、まさに

激動期
げきどうき

であったともいえる。 

 

このような状況
じょうきょう

の中
なか

にあって、日本
に ほ ん

政府
せ い ふ

は、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

の保障
ほしょう

及
およ

び尊厳
そんげん

を

守
まも

るという観点
かんてん

から、障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

の意義
い ぎ

を認
みと

め、起草
き そ う

段階
だんかい

から積極的
せっきょくてき

に

参加
さ ん か

してきたところであり、平成
へいせい

19（2007）年
ねん

の署名
しょめい

以降
い こ う

、条約
じょうやく

締結
ていけつ

に向
む

け

た国内法
こくないほう

の整備
せ い び

が進
すす

められてきた。 

 

特
とく

に、平成
へいせい

21（2009）年
ねん

12月
がつ

からは、当面
とうめん

５年間
ねんかん

を障害者
しょうがいしゃ

の制度
せ い ど

に係
かか

る改革
かいかく

の集中
しゅうちゅう

期間
き か ん

と位置付
い ち づ

け、内閣
ないかく

に設置
せ っ ち

された障
しょう

がい者
しゃ

制度
せ い ど

改革
かいかく

推進
すいしん

本部
ほ ん ぶ

の下
もと

で

開催
かいさい

された推進
すいしん

会議
か い ぎ

を中心
ちゅうしん

に、障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

の締結
ていけつ

に向
む

けた国内法
こくないほう

の整備
せ い び

を始
はじ

めとする我
わ

が国
くに

の障害者
しょうがいしゃ

に係
かか

る制度
せ い ど

の集中的
しゅうちゅうてき

な改革
かいかく

のための議論
ぎ ろ ん

が行
おこな

わ

れてきた。 

 

推進
すいしん

会議
か い ぎ

並
なら

びにその下
もと

に開催
かいさい

された総合
そうごう

福祉
ふ く し

部会
ぶ か い

及
およ

び差別
さ べ つ

禁止
き ん し

部会
ぶ か い

（平成
へいせい

24（2012）年
ねん

７月
がつ

より障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

の下
もと

で開催
かいさい

。）という２つの部会
ぶ か い

の議論
ぎ ろ ん

において大
おお

きな指針
し し ん

となったのは、前述
ぜんじゅつ

の障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

と平成
へいせい

22（2010）年
ねん

１月
がつ

に国
くに

（厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

）と障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

訴訟
そしょう

原告
げんこく

らとの間
あいだ

で結
むす

ばれた

「基本
き ほ ん

合意
ご う い

文書
ぶんしょ

」であり、推進
すいしん

会議
か い ぎ

及
およ

び部会
ぶ か い

の議論
ぎ ろ ん

の成果
せ い か

は、「障害者
しょうがいしゃ

制度
せ い ど

改革
かいかく

の推進
すいしん

のための基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

（第一次
だいいちじ

意見
い け ん

）」（平成
へいせい

22年
ねん

６月
がつ

）、「障害者
しょうがいしゃ

制度
せ い ど

改革
かいかく

の推進
すいしん

のための第二次
だ い に じ

意見
い け ん

」（平成
へいせい

22年
ねん

12月
がつ

）、「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の骨格
こっかく
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に関
かん

する総合
そうごう

福祉
ふ く し

部会
ぶ か い

の提言
ていげん

」（平成
へいせい

23年
ねん

８月
がつ

）、「『障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の

禁止
き ん し

に関
かん

する法制
ほうせい

』についての差別
さ べ つ

禁止
き ん し

部会
ぶ か い

の意見
い け ん

」（平成
へいせい

24年
ねん

９月
がつ

）として

取
と

りまとめられている。 

 

この間
かん

の障害者
しょうがいしゃ

制度
せ い ど

改革
かいかく

の主要
しゅよう

な成果
せ い か

として、平成
へいせい

23（2011）年
ねん

に障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

が改正
かいせい

され、障害者
しょうがいしゃ

の定義
て い ぎ

に社会
しゃかい

モデルの考
かんが

え方
かた

が反映
はんえい

されるととも

に「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」の概念
がいねん

が盛
も

り込
こ

まれ、さらには、国内
こくない

において障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

の実施
じ っ し

状況
じょうきょう

を監視
か ん し

し、勧告
かんこく

を行
おこな

う機関
き か ん

として障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

が設置
せ っ ち

された。

また、平成
へいせい

24（2012）年
ねん

には障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

（障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

及
およ

び社会
しゃかい

生活
せいかつ

を総合的
そうごうてき

に支援
し え ん

するための法律
ほうりつ

）が制定
せいてい

されたところである。 

 

しかし、制度
せ い ど

改革
かいかく

全体
ぜんたい

からすれば、まだ道
みち

半
なか

ばであって、特
とく

に、差別
さ べ つ

禁止法
きんしほう

の制定
せいてい

や障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

の附則
ふ そ く

事項
じ こ う

の検討
けんとう

等
とう

、大
おお

きな課題
か だ い

が残
のこ

っている

状況
じょうきょう

である。 

 

このような状況
じょうきょう

を踏
ふ

まえて、次
つぎ

の新
あたら

しい障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

（以下
い か

「新基本
しんきほん

計画
けいかく

」

という。）を展望
てんぼう

するに当
あ

たって、留意
りゅうい

しなければならないことは、現行
げんこう

の計画
けいかく

期間
き か ん

において問題
もんだい

とされた重要
じゅうよう

な課題
か だ い

の多
おお

くは、新基本
しんきほん

計画
けいかく

の計画
けいかく

期間
き か ん

にお

いても、依然
い ぜ ん

として重要
じゅうよう

な課題
か だ い

であるということである。 

 

平成
へいせい

25（2013）年度
ね ん ど

から始
はじ

まる新基本
しんきほん

計画
けいかく

は、引
ひ

き続
つづ

きこのような課題
か だ い

に立
た

ち向
む

かうためものとして、成果物
せいかぶつ

である推進
すいしん

会議
か い ぎ

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

が取
と

りまとめた４つの意見書
いけんしょ

（第一次
だいいちじ

意見
い け ん

、第二次
だ い に じ

意見
い け ん

、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の骨格
こっかく

に関
かん

する総合
そうごう

福祉
ふ く し

部会
ぶ か い

の提言
ていげん

、「障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

に関
かん

する法制
ほうせい

」

についての差別
さ べ つ

禁止
き ん し

部会
ぶ か い

の意見
い け ん

）を踏
ふ

まえ、障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

締結
ていけつ

に向
む

けた法
ほう

整備
せ い び

と締結
ていけつ

後
ご

の条約
じょうやく

の実施
じ っ し

を想定
そうてい

したものであることが求
もと

められる。 

 

また、この新基本
しんきほん

計画
けいかく

は、改正
かいせい

された障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の下
もと

で策定
さくてい

される初
はじ

め

ての基本
き ほ ん

計画
けいかく

となるが、基本
き ほ ん

計画
けいかく

は、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

32条
じょう

第
だい

２項
こう

第
だい

３号
ごう

の規定
き て い

により、障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

によりその実施
じ っ し

状況
じょうきょう

が監視
か ん し

されることになり、必要
ひつよう

があると認
みと

められるときは、内閣
ないかく

総理
そ う り

大臣
だいじん

又
また

は内閣
ないかく

総理
そ う り

大臣
だいじん

を通
つう

じて関係
かんけい

各大臣
かくだいじん

に勧告
かんこく

することができることになっていることに鑑
かんが

みると、基本
き ほ ん

計画
けいかく
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の策定
さくてい

に当
あ

たっては、その実施
じ っ し

状況
じょうきょう

を検証
けんしょう

できる期間
き か ん

、形態
けいたい

、方法
ほうほう

が採用
さいよう

さ

れるべきであり、そのための客観的
きゃくかんてき

な統計
とうけい

資料
しりょう

の収集
しゅうしゅう

も基本
き ほ ん

計画
けいかく

に織
お

り込
こ

ま

れることが求
もと

められる。 

 

なお、前
まえ

の 10年
ねん

に比
くら

べても障害者
しょうがいしゃ

にかかわる課題
か だ い

は多
おお

くかつ多様
た よ う

であり、

また経済
けいざい

・社会
しゃかい

状況
じょうきょう

の変化
へ ん か

が早
はや

いことが予想
よ そ う

されることから、新基本
しんきほん

計画
けいかく

の

期間
き か ん

について、障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

では５年
ねん

とすることが適切
てきせつ

との意見
い け ん

が多
おお

か

ったが、中長期
ちゅうちょうき

の取組
とりくみ

を必要
ひつよう

とする課題
か だ い

があることから 10年
ねん

とするべきとの

意見
い け ん

もあった。 

以上
いじょう

、これまでの経緯
け い い

や改正
かいせい

された障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の趣旨
し ゅ し

に基
もと

づいて新基本
しんきほん

計画
けいかく

は策定
さくてい

されるべきである。 
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Ⅰ 基本的
きほんてき

な方針
ほうしん

 

 

１、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 

「障害
しょうがい

はあってはならないもの」ではなく、人間
にんげん

の多様性
たようせい

及
およ

び人間性
にんげんせい

の一部
い ち ぶ

としてその差異
さ い

と固有
こ ゆ う

の尊厳
そんげん

が尊重
そんちょう

され、社会
しゃかい

が障害者
しょうがいしゃ

を受
う

け容
い

れることは

人類
じんるい

の普遍的
ふへんてき

原理
げ ん り

である。 

新基本
しんきほん

計画
けいかく

では、かかる普遍的
ふへんてき

原理
げ ん り

が実現
じつげん

される上
うえ

で、障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

が示
しめ

す他
た

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

とした障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

が確保
か く ほ

されることを重要
じゅうよう

な理念
り ね ん

として取
と

り上
あ

げるべきである。 

その上
うえ

で、この理念
り ね ん

に基
もと

づいて、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

が実効的
じっこうてき

に確保
か く ほ

されるため

には、法
ほう

制度
せ い ど

の整備
せ い び

や合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

等
とう

によって権利
け ん り

の実現
じつげん

を阻
はば

む社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

が

除去
じょきょ

されるとともに、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

と選択
せんたく

及
およ

び社会
しゃかい

参加
さ ん か

を可能
か の う

とする公的
こうてき

支援
し え ん

の提供
ていきょう

が必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

であること、さらに、このことにより、障害
しょうがい

の有無
う む

に

よって分
わ

け隔
へだ

てられることなく、相互
そ う ご

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し合
あ

いながら共生
きょうせい

できる社会
しゃかい

の実現
じつげん

が図
はか

られるものであることが確認
かくにん

されるべきである。 

なお、ここで、他
た

の者
もの

との平等
びょうどう

とは、障害
しょうがい

のない人
ひと

との実質的
じっしつてき

な平等
びょうどう

とい

う意味
い み

であり、それを実現
じつげん

するには、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

が必要
ひつよう

であることも含
ふく

め、障害者
しょうがいしゃ

が直面
ちょくめん

している課題
か だ い

とそれを解決
かいけつ

するための方策
ほうさく

についての国民
こくみん

の理解
り か い

を促進
そくしん

することが求
もと

められる。 

 

２、基本
き ほ ん

原則
げんそく

 

新基本
しんきほん

計画
けいかく

を策定
さくてい

するに当
あ

たり、以下
い か

を全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

の基本
き ほ ん

原則
げんそく

とす

べきである。 

 

（１）地域
ち い き

社会
しゃかい

における共生
きょうせい

等
とう

 

地域
ち い き

社会
しゃかい

における共生
きょうせい

を基本
き ほ ん

原則
げんそく

とする障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

３条
じょう

を踏
ふ

まえ、

障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

は、障害
しょうがい

の有無
う む

によって分
わ

け隔
へだ

てない社会
しゃかい

というインクルーシブ

社会
しゃかい

の理念
り ね ん

と現実
げんじつ

との間
あいだ

にある大
おお

きな格差
か く さ

を埋
う

めるため、あらゆる分野
ぶ ん や

の

活動
かつどう

に障害者
しょうがいしゃ

が障害
しょうがい

のない人
ひと

と分
わ

け隔
へだ

てなく参加
さ ん か

する機会
き か い

の確保
か く ほ

、どこで誰
だれ

と生活
せいかつ

するかについての選択
せんたく

の機会
き か い

の確保
か く ほ

、意思
い し

の疎通
そ つ う

又
また

は情報
じょうほう

の取得
しゅとく

や

利用
り よ う

に必要
ひつよう

な手段
しゅだん

を選択
せんたく

する機会
き か い

の確保
か く ほ

に資
し

するものでなければならない。 
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（２）差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

等
とう

 

差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

を基本
き ほ ん

原則
げんそく

とする障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

４条
じょう

を踏
ふ

まえ、差別
さ べ つ

禁止
き ん し

に関
かん

する法律
ほうりつ

を制定
せいてい

することが求
もと

められるとともに、条例
じょうれい

による地方
ち ほ う

自治体
じ ち た い

の

取組
とりくみ

が期待
き た い

されるところである。 

同時
ど う じ

に、国
くに

のあらゆる障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

が差別的
さべつてき

な、又
また

は差別
さ べ つ

を助長
じょちょう

するもので

あってはならず、いわゆる障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする欠格
けっかく

事由
じ ゆ う

を規定
き て い

する条項
じょうこう

や

差別的
さべつてき

であると指摘
し て き

されている法
ほう

制度
せ い ど

の在
あ

り方
かた

については、かかる観点
かんてん

から

の見直
み な お

しがなされるべきである。 

また、近年
きんねん

、多
おお

くの国民
こくみん

が障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

や偏
へん

見
けん

が改善
かいぜん

されてきて

いると感
かん

じている一方
いっぽう

で、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

や偏
へん

見
けん

があると感
かん

じる国民
こくみん

が増
ふ

えてきているという調査
ちょうさ

結果
け っ か

があり、新基本
しんきほん

計画
けいかく

の期間
き か ん

においては、こ

のような状況
じょうきょう

も勘案
かんあん

し、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

や偏
へん

見
けん

を解
かい

消
しょう

するためのより

積極的
せっきょくてき

な施策
し さ く

の展開
てんかい

が求
もと

められる。女性
じょせい

障害者
しょうがいしゃ

への複合
ふくごう

差別
さ べ つ

については、全
すべ

て

の施策
し さ く

に複合
ふくごう

差別
さ べ つ

を解消
かいしょう

する視点
し て ん

が盛
も

り込
こ

まれる必要
ひつよう

がある。 

さらには、障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

、障害者
しょうがいしゃ

の養護者
ようごしゃ

に対
たい

する支援
し え ん

等
とう

に関
かん

する法律
ほうりつ

（平成
へいせい

23年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

79号
ごう

）に基
もと

づき、虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

の取組
とりくみ

を進
すす

めるとともに、同法
どうほう

附則
ふ そ く

第
だい

２条
じょう

の検討
けんとう

に当
あ

たっては、実効性
じっこうせい

をより高
たか

める観点
かんてん

から、同法
どうほう

の施行
し こ う

状況
じょうきょう

等
とう

を踏
ふ

まえ、必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずる必要
ひつよう

がある。 

 

（３）国際的
こくさいてき

協調
きょうちょう

 

国際的
こくさいてき

協調
きょうちょう

を基本
き ほ ん

原則
げんそく

とする障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

５条
じょう

を踏
ふ

まえ、国内的
こくないてき

には

障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

の締結
ていけつ

並
なら

びにその実施
じ っ し

を通
とお

して共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を図
はか

るととも

に、対外的
たいがいてき

には、新
しん

アジア太平洋
たいへいよう

障害者
しょうがいしゃ

の十年
じゅうねん

を推進
すいしん

し、仁川
いんちょん

戦略
せんりゃく

に積極的
せっきょくてき

に取
と

り組
く

むことが求
もと

められる。 

 

（４）政策
せいさく

決定
けってい

過程
か て い

への障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の参画
さんかく

 

障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

を踏
ふ

まえると、障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

の策定
さくてい

や検証
けんしょう

等
とう

の過程
か て い

において

は、「私
わたし

たち抜
ぬ

きで私
わたし

たちのことを決
き

めないで」という理念
り ね ん

に基
もと

づき、その過程
か て い

に参画
さんかく

する委員
い い ん

等
とう

の過半数
かはんすう

は障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

とすべきである。その際
さい

、障害
しょうがい

の

多様性
たようせい

と男女
だんじょ

の割合
わりあい

に配慮
はいりょ

することが求
もと

められる。 

また、障害
しょうがい

に特化
と っ か

しない一般
いっぱん

施策
し さ く

であっても、障害者
しょうがいしゃ

の生活
せいかつ

に大
おお

きな影響
えいきょう

が

及
およ

ぶことも多
おお

いため、その決定
けってい

過程
か て い

である国
くに

や自治体
じ ち た い

の審
しん

議会
ぎ か い

等
とう

について

障害者
しょうがいしゃ

の参加
さ ん か

を確保
か く ほ

する必要
ひつよう

がある。  
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Ⅱ 共通
きょうつう

して求
もと

められる視点
し て ん

 

 

新基本
しんきほん

計画
けいかく

を策定
さくてい

するに当
あ

たり、以下
い か

に掲
かか

げる事項
じ こ う

は、全
すべ

ての施策
し さ く

の策定
さくてい

及
およ

び

検証
けんしょう

に当
あ

たって共通
きょうつう

して求
もと

められる視点
し て ん

である。 

１、インクルーシブ社会
しゃかい

（障害
しょうがい

の有無
う む

によって分
わ

け隔
へだ

てない社会
しゃかい

）の構築
こうちく

 

 障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

は、多様性
たようせい

を包摂
ほうせつ

し、障害
しょうがい

の有無
う む

によって分
わ

け隔
へだ

てない社会
しゃかい

、

すなわちインクルーシブ社会
しゃかい

の構築
こうちく

を目指
め ざ

している。今回
こんかい

の改正
かいせい

によって新
あら

たに付
つ

け加
くわ

えられた「分
わ

け隔
へだ

てられることなく」「共生
きょうせい

する社会
しゃかい

」を全
すべ

ての施策
し さ く

の共通
きょうつう

視点
し て ん

として展開
てんかい

されるようにすべきである。 

 

２、社会
しゃかい

モデルに基
もと

づく障害者
しょうがいしゃ

の定義
て い ぎ

 

障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

では、障害
しょうがい

の社会
しゃかい

モデルの視点
し て ん

から、障害
しょうがい

について制度
せ い ど

の谷間
た に ま

を生
しょう

じないよう「身体
しんたい

障害
しょうがい

、知的
ち て き

障害
しょうがい

、精神
せいしん

障害
しょうがい

（発達
はったつ

障害
しょうがい

を含
ふく

む。）その他
た

の心身
しんしん

の機能
き の う

の障害
しょうがい

」と包括的
ほうかつてき

に規定
き て い

した上
うえ

で、障害者
しょうがいしゃ

を「障害
しょうがい

及
およ

び社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

により継続的
けいぞくてき

に日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

に相当
そうとう

な制限
せいげん

を受
う

ける状態
じょうたい

にある

もの」としている。かかる障害者
しょうがいしゃ

の定義
て い ぎ

を踏
ふ

まえた視点
し て ん

が、全
すべ

ての施策
し さ く

の基本
き ほ ん

に置
お

かれなければならない。 

 

３、アクセシビリティ（使用
し よ う

したり利用
り よ う

できる状態
じょうたい

）の拡大
かくだい

 

障害
しょうがい

の社会
しゃかい

モデルの視点
し て ん

からは社会
しゃかい

環境
かんきょう

の整備
せ い び

が重要
じゅうよう

であり、物理的
ぶつりてき

環境
かんきょう

、

公共
こうきょう

交通
こうつう

、知識
ち し き

、情報
じょうほう

、コミュニケーション、民間
みんかん

サービス、公的
こうてき

サービス、

公的
こうてき

手続
てつづき

等
とう

へのアクセス（これらを使用
し よ う

したり、利用
り よ う

できること）はインク

ルーシブ社会
しゃかい

において障害者
しょうがいしゃ

が自
みずか

らの権利
け ん り

を実現
じつげん

するための前提
ぜんてい

条件
じょうけん

である

こと。 

 

４、障害者
しょうがいしゃ

の自己
じ こ

決定
けってい

の保障
ほしょう

と意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

 

障害者
しょうがいしゃ

の自己
じ こ

決定
けってい

を保障
ほしょう

する観点
かんてん

から、本人
ほんにん

の意思
い し

を聴
き

き取
と

ること、判断
はんだん

を

するために必要
ひつよう

な情報
じょうほう

を分
わ

かりやすく伝
つた

えること(情報
じょうほう

のバリアフリー化
か

等
とう

）、

エンパワメントの機会
き か い

が確保
か く ほ

されること等
とう

による本人
ほんにん

主体
しゅたい

の意思
い し

決定
けってい

に向
む

け

た支援
し え ん

が重視
じゅうし

されなければならないこと。 
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５、格差
か く さ

の是正
ぜ せ い

 

全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

が、障害者
しょうがいしゃ

と障害
しょうがい

のない人
ひと

との間
あいだ

に存
そん

する格差
か く さ

を是正
ぜ せ い

す

るものであることを前提
ぜんてい

として、障害
しょうがい

の種別
しゅべつ

・程度
て い ど

の谷間
た に ま

や男女間
だんじょかん

の格差
か く さ

を

是正
ぜ せ い

するため、谷間
た に ま

に置
お

かれた障害者
しょうがいしゃ

や女性
じょせい

障害者
しょうがいしゃ

に配慮
はいりょ

した視点
し て ん

を全
すべ

ての

施策
し さ く

に盛
も

り込
こ

むこと、及
およ

び地域間
ちいきかん

の格差
か く さ

の発生
はっせい

を事前
じ ぜ ん

に防止
ぼ う し

し、事後
じ ご

に是正
ぜ せ い

す

るための仕組
し く

みを設
もう

けること。 

 

６、関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

等
とう

 

障害者
しょうがいしゃ

に関連
かんれん

する施策
し さ く

は各府省
かくふしょう

にまたがる中
なか

で縦割
た て わ

り行政
ぎょうせい

の弊害
へいがい

（制度
せ い ど

の

谷間
た に ま

、施策
し さ く

の方針
ほうしん

のずれ等
とう

）をなくすためには、各府省間
かくふしょうかん

のパートナーシッ

プが重要
じゅうよう

であること、また、地域
ち い き

主権
しゅけん

を踏
ふ

まえて、国
くに

がマクロな視点
し て ん

で方向
ほうこう

を

示
しめ

しつつ、地域
ち い き

における共生
きょうせい

という視点
し て ん

から、国
くに

が密接
みっせつ

に地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

と連携
れんけい

すること、さらには、国
くに

が策定
さくてい

する計画
けいかく

と地域
ち い き

福祉
ふ く し

計画
けいかく

や障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

に

基
もと

づく障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

等
とう

、市町村
しちょうそん

が策定
さくてい

している他
ほか

の計画
けいかく

と連携
れんけい

を保
たも

つこと。 
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Ⅲ 先送
さきおく

りできない重要
じゅうよう

な課題
か だ い

 

 

１、谷間
た に ま

や空白
くうはく

の解消
かいしょう

 

（１）精神
せいしん

障害
しょうがい

 

○ 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の社会的
しゃかいてき

入院
にゅういん

問題
もんだい

の解消
かいしょう

及
およ

び地域
ち い き

移行
い こ う

を促進
そくしん

すること 

○ 保護者
ほ ご し ゃ

制度
せ い ど

の廃止
は い し

を含
ふく

め精神
せいしん

医療
いりょう

における障害者
しょうがいしゃ

の人権
じんけん

と適正
てきせい

手続
てつづき

を担
たん

保
ぽ

すること 

○ 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

への偏見
へんけん

を除去
じょきょ

すること 

 

（２）難病
なんびょう

 

○ 障害
しょうがい

と病気
びょうき

の関係
かんけい

を整理
せ い り

し、障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

による支援
し え ん

の仕組
し く

みの構築
こうちく

に向
む

けて更
さら

に検討
けんとう

すること 

○ 難病
なんびょう

患者
かんじゃ

への支援
し え ん

を拡充
かくじゅう

すること 

 

（３）高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

にどう位置付
い ち づ

けるのかについて検討
けんとう

すること 

○ 新基本
しんきほん

計画
けいかく

の中
なか

に盛
も

り込
こ

むべき事項
じ こ う

について検討
けんとう

すること 

 

（４）認知症
にんちしょう

 

○ 高齢者
こうれいしゃ

施策
し さ く

と連携
れんけい

しつつ、在宅
ざいたく

のままで生活
せいかつ

を継続
けいぞく

するための支援
し え ん

を

整備
せ い び

・充実
じゅうじつ

させるため、障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

の中
なか

での新
あら

たな位置付
い ち づ

けについて検討
けんとう

す

ること 

 

２、積
つ

み残
のこ

してきた課題
か だ い

 

（１）欠格
けっかく

条項
じょうこう

の見直
み な お

し 

（２）身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

の別表
べっぴょう

を含
ふく

む障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

制度
せ い ど

の在
あ

り方
かた

 

（３）成年
せいねん

後見人
こうけんにん

制度
せ い ど

にかかわる課題
か だ い

 

（４）家族
か ぞ く

の介助
かいじょ

や経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

を前提
ぜんてい

としない支援
し え ん

制度
せ い ど

の確立
かくりつ

 

 

３、障害者
しょうがいしゃ

制度
せ い ど

改革
かいかく

に関
かん

する課題
か だ い

 

「障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関
かん

する条約
じょうやく

（仮称
かしょう

）の締結
ていけつ

に必要
ひつよう

な国内法
こくないほう

の整備
せ い び

を始
はじ

め

とする我
わ

が国
くに

の障害者
しょうがいしゃ

に係
かか

る制度
せ い ど

の集中的
しゅうちゅうてき

な改革
かいかく

の推進
すいしん

を図
はか

る」として、平成
へいせい
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22年
ねん

６月
がつ

29日
にち

に「障害者
しょうがいしゃ

制度
せ い ど

改革
かいかく

の推進
すいしん

のための基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

について」が

閣議
か く ぎ

決定
けってい

されている。 

この閣議
か く ぎ

決定
けってい

で横断的
おうだんてき

な課題
か だ い

として示
しめ

された 

（１）障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の改正
かいせい

と改革
かいかく

の推進
すいしん

体制
たいせい

 

（２）障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

に関
かん

する法律
ほうりつ

の制定
せいてい

等
とう

 

（３）「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

福祉法
ふくしほう

」（仮称
かしょう

）の制定
せいてい

 

の中
なか

で、差別禁止法制
さべつきんしほうせい

の実現
じつげん

及
およ

び総合
そうごう

福祉
ふ く し

部会
ぶ か い

骨格
こっかく

提言
ていげん

の計画的
けいかくてき

段階的
だんかいてき

実施
じ っ し

を具体化
ぐ た い か

するための当面
とうめん

の課題
か だ い

としての障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

附則
ふ そ く

の検討
けんとう

が

大
おお

きな課題
か だ い

として残
のこ

されている。 
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Ⅳ 分野
ぶ ん や

別
べつ

施策
し さ く

の基本的
きほんてき

方向
ほうこう

 

 

１、医療
いりょう

、介護
か い ご

等
とう

【14条
じょう

】 

 

（１）医療
いりょう

について 

 

＜障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

での意見
い け ん

＞ 

①社会的
しゃかいてき

入院
にゅういん

及
およ

び強制
きょうせい

医療
いりょう

の解消
かいしょう

並
なら

びに地域
ち い き

移行
い こ う

について 

○ 国
くに

の目標値
もくひょうち

として、受入
うけいれ

条件
じょうけん

が整
ととの

えば退院
たいいん

可能
か の う

な約
やく

７万人
まんにん

の解消
かいしょう

ではなく、

①１年
ねん

未満
み ま ん

入院者
にゅういんしゃ

の平均
へいきん

退院率
たいいんりつ

の増加
ぞ う か

、②５年
ねん

以上
いじょう

65歳
さい

以上
いじょう

の退院者数
たいいんしゃすう

の

増加
ぞ う か

、③統合
とうごう

失調症
しっちょうしょう

の入院
にゅういん

患者
かんじゃ

数
すう

15万人
まんにん

へ減少
げんしょう

等
とう

が厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

から示
しめ

され

たことはよかった。 

○ 受入
うけいれ

条件
じょうけん

が整
ととの

えば退院
たいいん

可能
か の う

な社会的
しゃかいてき

入院
にゅういん

を減
へ

らすという指標
しひょう

をなくすべ

きではない。 

○ 入院
にゅういん

患者
かんじゃ

が減
へ

ると収入
しゅうにゅう

が維持
い じ

できないため、認知症
にんちしょう

の人
ひと

の精神科
せいしんか

への入院
にゅういん

が増
ふ

えており、病床数
びょうしょうすう

が減
へ

らない。精神
せいしん

医療
いりょう

政策
せいさく

に関
かん

する病床
びょうしょう

削減
さくげん

の目標値
もくひょうち

を立
た

てるとともに、削減
さくげん

に伴
ともな

い精神科
せいしんか

病院
びょういん

の経営
けいえい

が困難
こんなん

とならない政策的
せいさくてき

な

バックアップ（支援
し え ん

）が必要
ひつよう

である。任意
に ん い

入院
にゅういん

が強制
きょうせい

入院
にゅういん

より長期化
ちょうきか

する傾向
けいこう

があるので、精神科
せいしんか

入院
にゅういん

の実態
じったい

調査
ちょうさ

をしていただきたい。 

○ 入院
にゅういん

患者
かんじゃ

や施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

のニーズや統合
とうごう

失調症
しっちょうしょう

患者
かんじゃ

が退院後
たいいんご

にどのような

社会
しゃかい

資源
し げ ん

を使
つか

って生活
せいかつ

しているのかについての調査
ちょうさ

をするべきである。 

○ 精神科
せいしんか

病院
びょういん

からの地域
ち い き

移行
い こ う

に当
あ

たっては、病院
びょういん

所在地
しょざいち

の行政
ぎょうせい

の担当者
たんとうしゃ

より

医師
い し

の判断
はんだん

によるところが大
おお

きい。病床
びょうしょう

削減
さくげん

ではなく、病院
びょういん

が主体的
しゅたいてき

に取
と

り

組
く

むための地域
ち い き

移行
い こ う

の目標
もくひょう

を立
た

て、その財政的
ざいせいてき

支援
し え ん

をしていただきたい。 

○ 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

に関
かん

する先進的
せんしんてき

な事例
じ れ い

を参考
さんこう

にしつつ新基本
しんきほん

計画
けいかく

をつくるべきである。 

○ いわゆる精神科
せいしんか

特例
とくれい

を抜本的
ばっぽんてき

に見直
み な お

すとともに、他
ほか

の診療
しんりょう

科目
か も く

と同様
どうよう

に

急性期
きゅうせいき

、亜急性期
あきゅうせいき

、慢性期
まんせいき

を区分
く ぶ ん

した段階的
だんかいてき

な診療
しんりょう

報酬
ほうしゅう

体系
たいけい

を構築
こうちく

し、慢性期
まんせいき

における退院
たいいん

基準
きじゅん

を明示
め い じ

するべきである。 

○ 精神科
せいしんか

医療
いりょう

の社会的
しゃかいてき

入院
にゅういん

と精神科
せいしんか

特例
とくれい

の解消
かいしょう

のための財源
ざいげん

確保
か く ほ

等
とう

、政策的
せいさくてき

支援
し え ん

が必要
ひつよう

である。 

○ 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の強制
きょうせい

入院
にゅういん

や強制
きょうせい

医療
いりょう

の廃止
は い し

に向
む

け、その代
か

わりになるシステ
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ムの開発
かいはつ

・研究
けんきゅう

が障害者
しょうがいしゃ

の参加
さ ん か

を条件
じょうけん

として行
おこな

わなければならない。 

○ 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち い き

移行
い こ う

できるよう社会
しゃかい

資源
し げ ん

の基盤
き ば ん

を整備
せ い び

するべきであり、

総合
そうごう

福祉
ふ く し

部会
ぶ か い

で提言
ていげん

された地域
ち い き

基盤
き ば ん

整備
せ い び

10 ヶ年
ねん

戦略
せんりゃく

を実現
じつげん

するべきである。 

○ 厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

の身体
しんたい

拘束
こうそく

のガイドラインで、極度
きょくど

の不穏
ふ お ん

もしくは多動
た ど う

を拘束
こうそく

してもよい基準
きじゅん

としているのは不適切
ふてきせつ

である。 

○ 患者
かんじゃ

調査
ちょうさ

において、退院先
たいいんさき

がグループホームである患者数
かんじゃすう

が分
わ

かるように

する等
とう

、退院後
たいいんご

の自立
じ り つ

の実態
じったい

が分
わ

かるような分類
ぶんるい

を採用
さいよう

すべきである。 

 

②医療
いりょう

、リハビリテーションについて 

○ 地域
ち い き

を支
ささ

えるための地域
ち い き

連携型
れんけいがた

の医療
いりょう

体制
たいせい

について検討
けんとう

するべきである。 

○ 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の医療
いりょう

、福祉
ふ く し

サービスの実施
じ っ し

状況
じょうきょう

の検証
けんしょう

が必要
ひつよう

である。 

○ 女性
じょせい

障害者
しょうがいしゃ

が妊娠
にんしん

から出産
しゅっさん

に至
いた

る支援
し え ん

を、その他
た

の女性
じょせい

と同
おな

じように受
う

け

られる施策
し さ く

が必要
ひつよう

である。長期
ちょうき

の療養
りょうよう

生活
せいかつ

については「性別
せいべつ

に配慮
はいりょ

したケア

が重要
じゅうよう

である」と明示
め い じ

すべきである。 

○ 障害児
しょうがいじ

についても、身近
み ぢ か

なところで医療
いりょう

やリハビリテーションが容易
よ う い

に受
う

けられる体制
たいせい

が必要
ひつよう

である。 

○ 精神
せいしん

障害
しょうがい

や難病
なんびょう

については、身近
み ぢ か

なところで必要
ひつよう

なときに医療
いりょう

サービスと

福祉
ふ く し

サービスを受
う

けることができるよう、供給
きょうきゅう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

るべきである。 

○ 障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する歯科
し か

医療
いりょう

を充実
じゅうじつ

すべきである。 

○ 急性期
きゅうせいき

から亜急性期
あきゅうせいき

及
およ

び回復期
かいふくき

のリハビリテーションを適切
てきせつ

に受
う

けられ

るように診療
しんりょう

報酬
ほうしゅう

や医療
いりょう

機関
き か ん

の充実
じゅうじつ

を含
ふく

めた制度
せ い ど

の構築
こうちく

が必要
ひつよう

である。 

○ 維持期
い じ き

のリハビリテーションの充実
じゅうじつ

と医療
いりょう

報酬
ほうしゅう

体系
たいけい

の改善
かいぜん

が必要
ひつよう

である。 

○ 中途
ちゅうと

障害者
しょうがいしゃ

が安心
あんしん

してリハビリテーションを受
う

けるシステムが必要
ひつよう

であ

る。 

○ リハビリテーションは医療
いりょう

や介護
か い ご

、教育
きょういく

、雇用
こ よ う

、労災
ろうさい

等
とう

の分野
ぶ ん や

で行
おこな

われて

いる。これら全体
ぜんたい

の計画
けいかく

を検討
けんとう

するために必要
ひつよう

な各分野
かくぶんや

のデータが不足
ふ そ く

して

いる。 

○ 難病
なんびょう

の場合
ば あ い

は、レスパイト入院
にゅういん

や長期
ちょうき

にわたる入院
にゅういん

、医療的
いりょうてき

な背景
はいけい

を持
も

っ

た施設
し せ つ

利用
り よ う

等
とう

が必要
ひつよう

である。 

○ 都道府県
と ど う ふ け ん

に設置
せ っ ち

されている難病
なんびょう

相談
そうだん

・支援
し え ん

センターの体制
たいせい

等
とう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

る

とともに、保健所
ほけんじょ

等
とう

専門
せんもん

支援
し え ん

機関
き か ん

との連携
れんけい

を強化
きょうか

する必要
ひつよう

がある。 

○ 基礎
き そ

自治体
じ ち た い

に難病
なんびょう

支援
し え ん

センターを設置
せ っ ち

していただきたい。 
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○ 医療
いりょう

やリハビリテーションにかかわる人材
じんざい

育成
いくせい

の充実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

である。 

 

③重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

の医療
いりょう

、リハビリテーションについて 

○ 重
おも

い障害
しょうがい

があり独居
どっきょ

の場合
ば あ い

、役所
やくしょ

へ申請
しんせい

に行
い

くことが困難
こんなん

なので代行
だいこう

を認
みと

めていただきたい。 

○ 重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

が一時的
いちじてき

な入院中
にゅういんちゅう

に、重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

の利用
り よ う

等
とう

で日
ひ

ごろから慣
な

れ

たヘルパーを利用
り よ う

できるようにするべきである。 

○ 重症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

には医療
いりょう

とリハビリテーションをセットで提供
ていきょう

するべき

であり、児童
じ ど う

発達
はったつ

支援
し え ん

センター等
とう

の充実
じゅうじつ

や家庭
か て い

への訪問
ほうもん

が必要
ひつよう

である。NICU

の退院後
たいいんご

に、訪問
ほうもん

医療
いりょう

・訪問
ほうもん

看護
か ん ご

・訪問
ほうもん

介護
か い ご

が連携
れんけい

して支援
し え ん

する体制
たいせい

が必要
ひつよう

である。最後
さ い ご

のセーフティネット（安全網
あんぜんもう

）として入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

がある。重症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

は成人
せいじん

以降
い こ う

も同
おな

じスタンス（態勢
たいせい

）で支援
し え ん

する必要
ひつよう

がある。 

○ 口
くち

の中
なか

のたんの吸引
きゅういん

等
とう

は研修
けんしゅう

を受
う

ければ実施
じ っ し

可能
か の う

となったが、のどの中
なか

（咽頭
いんとう

）の吸引
きゅういん

等
とう

は認
みと

められていない。これらも、医療的
いりょうてき

行為
こ う い

ではなく生活
せいかつ

行為
こ う い

として認
みと

めるべきであり、あわせて専門的
せんもんてき

な研修
けんしゅう

の整備
せ い び

が必要
ひつよう

である。 

○ 厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

における介護
か い ご

職員
しょくいん

等
とう

が行
おこな

える医療的
いりょうてき

行為
こ う い

の範囲
は ん い

等
とう

についての

検討
けんとう

の結論
けつろん

について納得
なっとく

がいかないので、議論
ぎ ろ ん

をやり直
なお

していただきたい。 

○ 重度
じゅうど

心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

医療
いりょう

を無料化
むりょうか

する県
けん

に対
たい

し国
くに

がペナルティを課
か

すべきで

はない。 

 

④再生
さいせい

医療
いりょう

、出生前
しゅっしょうまえ

診断
しんだん

等
とう

について 

○ 再生
さいせい

医療
いりょう

等
とう

の研究
けんきゅう

開発
かいはつ

に期待
き た い

する一方
いっぽう

、生命
せいめい

倫理
り ん り

について十分
じゅうぶん

な議論
ぎ ろ ん

が

必要
ひつよう

である。 

○ 再生
さいせい

医療
いりょう

に関
かん

する研究
けんきゅう

等
とう

の推進
すいしん

が期待
き た い

されるが、一方
いっぽう

で安全性
あんぜんせい

確保
か く ほ

等
とう

のた

め、既存
き そ ん

の審査
し ん さ

の仕組
し く

みの他
ほか

に監視
か ん し

・規制
き せ い

の仕組
し く

みの構築
こうちく

が必要
ひつよう

である。 

○ 再生
さいせい

医療
いりょう

について、審査
し ん さ

機関
き か ん

で迅速
じんそく

に安全性
あんぜんせい

をチェックできるよう、予算
よ さ ん

をつけて審査員
しんさいん

を育成
いくせい

していただきたい。 

○ 尊厳死
そんげんし

や出生前
しゅっしょうまえ

診断
しんだん

の議論
ぎ ろ ん

では重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

が切
き

り捨
す

てられないよう配慮
はいりょ

するべきである。 

○ 障害
しょうがい

の原因
げんいん

の除去
じょきょ

や早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

治療
ちりょう

は大切
たいせつ

だが、それだけを強調
きょうちょう

する

と優生
ゆうせい

思想
し そ う

につながる懸念
け ね ん

がある。今後
こ ん ご

の重点
じゅうてん

課題
か だ い

として、二次
に じ

障害
しょうがい

につい

ての実態
じったい

把握
は あ く

と調査
ちょうさ

研究
けんきゅう

に取
と

り組
く

んでいただきたい。 
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＜新基本
しんきほん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

むべき事項
じ こ う

＞ 

◎ 以下
い か

の事項
じ こ う

について、今後
こ ん ご

の在
あ

り方
かた

及
およ

び検証
けんしょう

のための指標
しひょう

の作成
さくせい

もあわせ、

精神
せいしん

医療
いりょう

の専門家
せんもんか

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

及
およ

び家族
か ぞ く

に加
くわ

えて、一般
いっぱん

医療
いりょう

及
およ

び障害
しょうがい

分野
ぶ ん や

全般
ぜんぱん

並
なら

びに地域
ち い き

生活
せいかつ

に関
かん

する諸分野
しょぶんや

に精通
せいつう

する幅広
はばひろ

い層
そう

の参画
さんかく

により、総合的
そうごうてき

に

検討
けんとう

すること。 

・ 社会的
しゃかいてき

入院
にゅういん

の解消
かいしょう

 

・ 国際的
こくさいてき

水準
すいじゅん

に見合
み あ

う精神科
せいしんか

病床
びょうしょう

の計画的
けいかくてき

削減
さくげん

 

・ 精神
せいしん

医療
いりょう

における強制
きょうせい

医療
いりょう

及
およ

び強制
きょうせい

入院
にゅういん

の廃止
は い し

 

・ 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な社会
しゃかい

基盤
き ば ん

の整備
せ い び

 

・ 保護者
ほ ご し ゃ

規定
き て い

の解消
かいしょう

を始
はじ

めとした家族
か ぞ く

負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

 

・ いわゆる精神科
せいしんか

特例
とくれい

の廃止
は い し

 

・ 精神科
せいしんか

病院
びょういん

の経営
けいえい

等
とう

その在
あ

り方
かた

 

◎ 上記
じょうき

の検討
けんとう

に当
あ

たり、精神科
せいしんか

病院
びょういん

への入院
にゅういん

の実態
じったい

及
およ

び退院後
たいいんご

の地域
ち い き

生活
せいかつ

の

実態
じったい

についての調査
ちょうさ

を行
おこな

うこと。 

◎ 家族
か ぞ く

支援
し え ん

を前提
ぜんてい

としない地域
ち い き

移行
い こ う

を促進
そくしん

するために、住
す

まいの確保
か く ほ

等
とう

の

社会
しゃかい

資源
し げ ん

の基盤
き ば ん

整備
せ い び

を行
おこな

うこと。 

◎ 関係
かんけい

施策
し さ く

及
およ

び機関
き か ん

の密接
みっせつ

な連携
れんけい

の下
もと

、性別
せいべつ

や年齢
ねんれい

に配慮
はいりょ

し、地域
ち い き

の身近
み ぢ か

な

ところで、必要
ひつよう

な医療
いりょう

やリハビリテーションが提供
ていきょう

される体制
たいせい

をつくること。 

◎ 日常
にちじょう

生活
せいかつ

における医療的
いりょうてき

ケアを生活
せいかつ

行為
こ う い

とし、介護
か い ご

職員
しょくいん

等
とう

が行
おこな

うことがで

きる医療的
いりょうてき

ケアの範囲
は ん い

等
とう

その在
あ

り方
かた

を検証
けんしょう

し、安全
あんぜん

な実施
じ っ し

体制
たいせい

及
およ

び研修
けんしゅう

体制
たいせい

の整備
せ い び

について検討
けんとう

すること。 

◎ 再生
さいせい

医療
いりょう

等
とう

について研究
けんきゅう

等
とう

の推進
すいしん

とともに安全
あんぜん

確保
か く ほ

のためのシステムを

構築
こうちく

すること。 

◎ 二次
に じ

障害
しょうがい

についての実態
じったい

把握
は あ く

と調査
ちょうさ

研究
けんきゅう

を重点
じゅうてん

課題
か だ い

として行
おこな

うこと。 

◎ 出生前
しゅっしょうまえ

診断
しんだん

等
とう

が障害者
しょうがいしゃ

の生存
せいぞん

に対
たい

する否定的
ひていてき

な見方
み か た

や施策
し さ く

につながらない

ようにすること。 

 

（２）暮
く

らしの支援
し え ん

について 

 

＜障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

での意見
い け ん

＞ 

①居宅
きょたく

支援
し え ん

、移動
い ど う

支援
し え ん

について 
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○ 訪問
ほうもん

系
けい

サービスへの財政的
ざいせいてき

なバックアップ（支援
し え ん

）体制
たいせい

をつくり、地域間
ちいきかん

格差
か く さ

なく支援
し え ん

を受
う

けられる目標値
もくひょうち

を立
た

てていただきたい。 

○ 訪問
ほうもん

系
けい

サービスの計画値
けいかくち

はデータに基
もと

づいて設定
せってい

するべきである。 

○ 施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

が個別
こ べ つ

支援
し え ん

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

支援
し え ん

（移動
い ど う

支援
し え ん

の利用
り よ う

等
とう

）を活用
かつよう

できる

ようにする必要
ひつよう

がある。 

○ 命
いのち

にかかわる長時間
ちょうじかん

介護
か い ご

の場合
ば あ い

は複
ふく

数名
すうめい

の介護
か い ご

体制
たいせい

が必要
ひつよう

なため、支給
しきゅう

決定
けってい

が１日
にち

24時間
じ か ん

以上
いじょう

になることがある。こうした長時間
ちょうじかん

の支給
しきゅう

決定
けってい

を行
おこな

う市町村
しちょうそん

の割合
わりあい

を指標
しひょう

にするべきである。また、こうした市町村
しちょうそん

に過度
か ど

な

負担
ふ た ん

が生
しょう

じないよう、一定
いってい

時間
じ か ん

を超
こ

える介護量
かいごりょう

を国
くに

の財源
ざいげん

で支給
しきゅう

する全国
ぜんこく

共通
きょうつう

の基準
きじゅん

をつくるべきである。 

○ 重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

を希望
き ぼ う

する障害者
しょうがいしゃ

に十分
じゅうぶん

な支給
しきゅう

決定
けってい

をせず、その他
た

のサービ

スの組合
くみあわ

せを勧
すす

める市町村
しちょうそん

があるが、こうした運用
うんよう

をしないよう国
くに

が考
かんが

え

方
かた

を示
しめ

すべきである。 

○ パーソナルアシスタンス（個別
こ べ つ

生活
せいかつ

支援
し え ん

）の創設
そうせつ

が必要
ひつよう

である。 

○ 移動
い ど う

支援
し え ん

の個別
こ べ つ

給付化
きゅうふか

を検討
けんとう

事項
じ こ う

とするとともに、通勤
つうきん

、通学
つうがく

、入院
にゅういん

、宿泊
しゅくはく

を伴
ともな

う外出
がいしゅつ

等
とう

利用者
りようしゃ

の生活
せいかつ

ニーズに応
おう

じた支給
しきゅう

決定
けってい

の仕組
し く

みの検討
けんとう

が必要
ひつよう

である。 

○ 家族
か ぞ く

支援
し え ん

、24時間
じ か ん

支援
し え ん

体制
たいせい

の必要性
ひつようせい

について検討
けんとう

すべきである。 

○ 難病
なんびょう

患者
かんじゃ

等
とう

居宅
きょたく

支援
し え ん

事業
じぎょう

の実績
じっせき

からみると、総合
そうごう

支援法
しえんほう

の対象者
たいしょうしゃ

を広
ひろ

げて

も利用者
りようしゃ

が急増
きゅうぞう

することにならないのではないか。 

 

②住
す

まいの支援
し え ん

について 

○ 精神科
せいしんか

病院
びょういん

敷地内
しきちない

のグループホームやケアホームは地域
ち い き

居住
きょじゅう

とは呼
よ

べず、

これを作
つく

ることができないよう、新基本
しんきほん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

むべきである。 

○ 家賃
や ち ん

助成
じょせい

をグループホームやケアホーム以外
い が い

のアパート等
とう

に住
す

む障害者
しょうがいしゃ

にも広
ひろ

げるべきである。 

○ グループホームとケアホームは住
す

まいなので小規模
しょうきぼ

で運営
うんえい

できる報酬
ほうしゅう

設定
せってい

等
とう

が必要
ひつよう

である。 

○ 住
す

まいの確保
か く ほ

等
とう

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

移行
い こ う

に必要
ひつよう

なサービスの数値
す う ち

を新基本
しんきほん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

むべきである。 

○ 常時
じょうじ

介護
か い ご

や医療的
いりょうてき

ケアの必要
ひつよう

な人
ひと

がどの地域
ち い き

でも格差
か く さ

なく暮
く

らすための

サービス提供
ていきょう

体制
たいせい

や暮
く

らしの場
ば

の確保
か く ほ

が必要
ひつよう

である。 
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③日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

事業
じぎょう

及
およ

び施設
し せ つ

サービスについて 

○ 事業
じぎょう

体系
たいけい

を簡素化
か ん そ か

し利用者
りようしゃ

の希望
き ぼ う

に応
おう

じサービスを提供
ていきょう

できるようにす

べきである。 

○ 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

や重症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児者
しょうがいじしゃ

が安心
あんしん

して利用
り よ う

できるよう、医療的
いりょうてき

ケアを

伴
ともな

う日中
にっちゅう

活動
かつどう

支援
し え ん

の場
ば

（デイアクティビティセンター）を創設
そうせつ

するべきであ

る。 

○ 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の場合
ば あ い

は就
しゅう

労
ろう

しなくても地域
ち い き

で自尊心
じそんしん

をもって生活
せいかつ

できる

環境
かんきょう

の確保
か く ほ

と、必要
ひつよう

な医療
いりょう

サービスと福祉
ふ く し

サービスがバランスよく提供
ていきょう

でき

る体制
たいせい

が重要
じゅうよう

である。 

○ 障害
しょうがい

が重
おも

くとも希望
き ぼ う

する場合
ば あ い

には就労
しゅうろう

系
けい

事業
じぎょう

を利用
り よ う

できるようにするべ

きである。 

○ 日常的
にちじょうてき

に医療
いりょう

を必要
ひつよう

とする方
かた

が短期
た ん き

入所
にゅうしょ

を利用
り よ う

できるようにするべきで

ある。 

○ 常時
じょうじ

介護
か い ご

を必要
ひつよう

とする人
ひと

への支援
し え ん

の実態
じったい

にそぐわない施設
し せ つ

サービスの

報酬
ほうしゅう

体系
たいけい

を改善
かいぜん

する必要
ひつよう

がある。 

○ 加算
か さ ん

がなければ運営
うんえい

が成
な

り立
た

たない現行
げんこう

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの報酬
ほうしゅう

体系
たいけい

の改善
かいぜん

が必要
ひつよう

である。 

 

④全般的
ぜんぱんてき

課題
か だ い

について 

○ 利用者
りようしゃ

本位
ほ ん い

のサービス体系
たいけい

を確立
かくりつ

すべきである。 

○ 障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

については障害
しょうがい

程度
て い ど

区分
く ぶ ん

の質問
しつもん

項目
こうもく

を追加
つ い か

するのではなく、

多様
た よ う

な障害
しょうがい

のある方
かた

のニーズ（必要
ひつよう

）の把握
は あ く

について検討
けんとう

するべきである。

また、ニーズに基
もと

づく支給
しきゅう

決定
けってい

の方向性
ほうこうせい

について、新基本
しんきほん

計画
けいかく

の検討
けんとう

事項
じ こ う

に

入
い

れていただきたい。 

○ 意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

の在
あ

り方
かた

について検討
けんとう

するべきである。 

○ 難病
なんびょう

等
とう

の患者
かんじゃ

・家族
か ぞ く

への支援
し え ん

の現状
げんじょう

、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

の市町村
しちょうそん

ごとの

実施
じ っ し

状況
じょうきょう

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

移行
い こ う

の実態
じったい

等
とう

についてのデータが必要
ひつよう

である。 

○ 同性
どうせい

介護
か い ご

の保障
ほしょう

及
およ

び性別
せいべつ

役割
やくわり

モデルの解消
かいしょう

を盛
も

り込
こ

むべきである。生活
せいかつ

支援
し え ん

において性別
せいべつ

役割
やくわり

分業
ぶんぎょう

にとらわれないことを明記
め い き

すべきである。 

○ 難病
なんびょう

や長期
ちょうき

慢性
まんせい

疾患
しっかん

患者
かんじゃ

には状態
じょうたい

の変化
へ ん か

に対応
たいおう

できる柔軟
じゅうなん

な支援
し え ん

計画
けいかく

が

必要
ひつよう

である。 
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○ 「入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

は真
しん

に必要
ひつよう

なものに限定
げんてい

する」等
とう

施設
し せ つ

建設
けんせつ

を限定
げんてい

する表現
ひょうげん

は変
か

えてほしい。 

○ 施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

も地域
ち い き

移行
い こ う

も大事
だ い じ

である。安心
あんしん

して地域
ち い き

で生活
せいかつ

できるよう、

経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

や所得
しょとく

保障
ほしょう

について新基本
しんきほん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

んでいいただき

たい。 

○ 18歳
さい

以上
いじょう

の障害児
しょうがいじ

施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

への対応
たいおう

について、施設
し せ つ

整備
せ い び

が必要
ひつよう

となる

場合
ば あ い

はその財源
ざいげん

を担保
た ん ぽ

し、６年間
ねんかん

の有効
ゆうこう

期間内
きかんない

に移行
い こ う

を進
すす

めていただきたい。 

○ 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスを申
もう

し込
こ

む段階
だんかい

で利用者
りようしゃ

が利用
り よ う

時間
じ か ん

等
とう

を控
ひか

える実態
じったい

が

あり、計画
けいかく

と実施
じ っ し

状況
じょうきょう

の数字
す う じ

に開
ひら

きがある。 

○ 介護
か い ご

保険
ほ け ん

と障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

については利用者
りようしゃ

が選
えら

べるようにす

べきである。 

○ 国民
こくみん

に制度
せ い ど

の利用
り よ う

状況
じょうきょう

が分
わ

かるように、厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

のウェブサイトで

制度
せ い ど

を説明
せつめい

している箇所
か し ょ

に実績
じっせき

の項目
こうもく

を設
もう

けてデータを掲載
けいさい

してはどうか。 

 

＜新基本
しんきほん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

むべき事項
じ こ う

＞ 

◎ ニーズに基
もと

づく支給
しきゅう

決定
けってい

の仕組
し く

みと利用者
りようしゃ

本位
ほ ん い

のサービス体系
たいけい

を確立
かくりつ

する

こと。 

◎ 介護
か い ご

保険
ほ け ん

と障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

については、障害者
しょうがいしゃ

が新
あら

たな負担
ふ た ん

を負
お

うことなく必要
ひつよう

なサービスを継続
けいぞく

あるいは選択
せんたく

できるようにすること。 

◎ 長時間
ちょうじかん

介護
か い ご

の必要
ひつよう

な重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

利用者
りようしゃ

等
とう

の場合
ば あ い

、市町村
しちょうそん

による支給
しきゅう

決定
けってい

が一日
いちにち

24時間
じ か ん

以上
いじょう

になることもあるため、市町村
しちょうそん

への財政
ざいせい

負担
ふ た ん

が過度
か ど

になら

ないよう、国
くに

と地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

との役割
やくわり

分担
ぶんたん

について新
あら

たな対策
たいさく

を講
こう

じること。 

◎ 常時
じょうじ

介護
か い ご

や医療的
いりょうてき

ケアが必要
ひつよう

な人
ひと

も、どの地域
ち い き

でも格差
か く さ

なく暮
く

らすことが

できるようにすること。その際
さい

、次
つぎ

の点
てん

に留意
りゅうい

すること。 

・ 自
みずか

らが選択
せんたく

した暮
く

らしの場
ば

で必要
ひつよう

な医療
いりょう

及
およ

び生活
せいかつ

支援
し え ん

が提供
ていきょう

されること。 

・ 精神科
せいしんか

病院
びょういん

及
およ

び入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の敷地内
しきちない

におけるグループホーム等
とう

現行
げんこう

の住
す

まい

の在
あ

り方
かた

について、障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

での生活
せいかつ

を実質的
じっしつてき

に確保
か く ほ

する観点
かんてん

から検証
けんしょう

すること。 

・ 一般
いっぱん

住宅
じゅうたく

への家賃
や ち ん

補助
ほ じ ょ

を行
おこな

うこと。 

◎ 医療的
いりょうてき

ケアを伴
ともな

う日中
にっちゅう

活動
かつどう

支援
し え ん

の場
ば

を拡充
かくじゅう

すること。また、日常的
にちじょうてき

に医療的
いりょうてき

ケアを必要
ひつよう

とする障害者
しょうがいしゃ

が短期
た ん き

入所
にゅうしょ

を利用
り よ う

できる体制
たいせい

を構築
こうちく

すること。 

◎ パーソナルアシスタンス（個別
こ べ つ

生活
せいかつ

支援
し え ん

）の創設
そうせつ

や移動
い ど う

支援
し え ん

の個別
こ べ つ

給付化
きゅうふか

に
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ついて検討
けんとう

すること。 

◎ 障害
しょうがい

のある親
おや

が、一般
いっぱん

の子育
こ そ だ

て支援
し え ん

サービスを利用
り よ う

できるようにするとと

もに、障害
しょうがい

のある親
おや

の子
こ

育
そだ

てに対
たい

する個別
こ べ つ

支援
し え ん

を提供
ていきょう

すること。 

 

（３）医療
いりょう

と暮
く

らしの支援
し え ん

の双方
そうほう

に関
かん

する事項
じ こ う

等
とう

について 

 

＜障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

での意見
い け ん

＞ 

①サービス基盤
き ば ん

について 

○ 地域間
ちいきかん

格差
か く さ

解消
かいしょう

のための基盤
き ば ん

整備
せ い び

や財政
ざいせい

支援
し え ん

の仕組
し く

み、車
くるま

の両輪
りょうりん

としての

地域
ち い き

移行
い こ う

と地域
ち い き

整備
せ い び

基盤
き ば ん

等
とう

を新基本
しんきほん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

むべきである。 

○ 地域
ち い き

の医療
いりょう

・福祉
ふ く し

の基盤
き ば ん

づくり、事業
じぎょう

（サービス）報酬
ほうしゅう

の在
あ

り方
かた

、人材
じんざい

確保
か く ほ

の方策
ほうさく

について検討
けんとう

が必要
ひつよう

である。 

○ サービスとサービスをつなぐインフォーマル（非公的
ひこうてき

）サービスの担
にな

い手
て

の確保
か く ほ

・育成
いくせい

も重要
じゅうよう

である。 

○ 在宅
ざいたく

・施設
し せ つ

の福祉
ふ く し

サービス従事者
じゅうじしゃ

の労働
ろうどう

条件
じょうけん

の向上
こうじょう

とそのための財源
ざいげん

確保
か く ほ

の必要性
ひつようせい

について、新基本
しんきほん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

むべきである。 

○ 医療
いりょう

関係者
かんけいしゃ

の養成
ようせい

課程
か て い

に障害者
しょうがいしゃ

への理解
り か い

を深
ふか

める内容
ないよう

を含
ふく

めるべきであ

る。 

 

②女性
じょせい

障害者
しょうがいしゃ

の視点
し て ん

について 

○ 男女
だんじょ

平等
びょうどう

の視点
し て ん

から、サービス利用者
りようしゃ

・提供者
ていきょうしゃ

等
とう

の男女
だんじょ

別
べつ

統計
とうけい

に関
かん

する

基礎
き そ

データが必要
ひつよう

である。 

○ 女性
じょせい

障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

について取
と

り上
あ

げる必要
ひつよう

がある。 

 

③研究
けんきゅう

、開発
かいはつ

について 

○ コミュニケーション支援
し え ん

のための技術
ぎじゅつ

開発
かいはつ

が必要
ひつよう

である。 

○ 社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

のために、当事者
とうじしゃ

のニーズ評価
ひょうか

を軸
じく

にした開発
かいはつ

が必要
ひつよう

で

ある。 

○ 必要
ひつよう

な人
ひと

に必要
ひつよう

な機器
き き

が開発
かいはつ

され、個人
こ じ ん

に合
あ

わせられる技術
ぎじゅつ

の開発
かいはつ

が重要
じゅうよう

である。 

○ 採算
さいさん

ベースにのらない福祉
ふ く し

用具
よ う ぐ

の開発
かいはつ

の促進
そくしん

も重要
じゅうよう

である。 

○ 独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

国立
こくりつ

精神
せいしん

・神経
しんけい

医療
いりょう

研究
けんきゅう

センターで障害
しょうがい

発生
はっせい

予防
よ ぼ う

を含
ふく

む精神
せいしん
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障害
しょうがい

についての研究
けんきゅう

開発
かいはつ

を活発
かっぱつ

にするべきである。 

○ リハビリテーション（機能
き の う

回復
かいふく

）のみならず、ハビリテーション（機能
き の う

育成
いくせい

、

維持
い じ

）、発達
はったつ

という視点
し て ん

から、国立
こくりつ

研究所
けんきゅうしょ

で体系的
たいけいてき

に研究
けんきゅう

することが、重度
じゅうど

重複化
ちょうふくか

の予防
よ ぼ う

・低減
ていげん

につながる。 

 

＜新基本
しんきほん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

むべき事項
じ こ う

＞ 

◎ 医療
いりょう

と福祉
ふ く し

サービスの提供
ていきょう

についての地域間
ちいきかん

格差
か く さ

を解
かい

消
しょう

するために、社会
しゃかい

資源
し げ ん

の基盤
き ば ん

整備
せ い び

や財政
ざいせい

支援
し え ん

の仕組
し く

みをつくること。 

◎ 福祉
ふ く し

サービス従事者
じゅうじしゃ

の労働
ろうどう

条件
じょうけん

の向上
こうじょう

を図
はか

ること。 

◎ サービス利用者
りようしゃ

・提供者
ていきょうしゃ

等
とう

の男女
だんじょ

別
べつ

統計
とうけい

に関
かん

する基礎
き そ

データを収集
しゅうしゅう

するこ

と。 

◎ 障害者
しょうがいしゃ

当事者
とうじしゃ

のニーズにあわせて、必要
ひつよう

な人
ひと

に必要
ひつよう

な機器
き き

が提供
ていきょう

されるよ

う、技術
ぎじゅつ

の開発
かいはつ

を促進
そくしん

すること。 
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２、年金
ねんきん

等
とう

【15条
じょう

】、経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

【24条
じょう

】 

 

＜障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

での意見
い け ん

＞ 

（１）所得
しょとく

保障
ほしょう

（年金
ねんきん

や諸手当
しょてあて

）について 

○ 障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

・就労
しゅうろう

を推進
すいしん

する施策
し さ く

とともに、年金
ねんきん

や手当
て あ て

による所得
しょとく

保障
ほしょう

も不可欠
ふ か け つ

である。 

○ 非効率的
ひこうりつてき

な給付
きゅうふ

や重複
ちょうふく

する給付
きゅうふ

は見直
み な お

すという視点
し て ん

も必要
ひつよう

である。 

○ 現時点
げんじてん

で公的
こうてき

年金
ねんきん

制度
せ い ど

の完
かん

全一元化
ぜんいちげんか

、最低
さいてい

保障
ほしょう

年金
ねんきん

等
とう

の新年
しんねん

金
きん

制度
せ い ど

の検討
けんとう

において障害
しょうがい

年金
ねんきん

については議論
ぎ ろ ん

されていないため、新基本
しんきほん

計画
けいかく

では現行
げんこう

障害
しょうがい

年金
ねんきん

の改善
かいぜん

についての検討
けんとう

規定
き て い

を入
い

れるべきである。 

○ 生活
せいかつ

保護
ほ ご

ではなく、雇用
こ よ う

と所得
しょとく

、社会
しゃかい

保障
ほしょう

によって生活
せいかつ

できるように施策
し さ く

を改善
かいぜん

するという観点
かんてん

から、障害
しょうがい

基礎
き そ

年金
ねんきん

の改善
かいぜん

が必要
ひつよう

である。 

○ 働
はたら

いて稼
かせ

ぐ額
がく

と年金
ねんきん

との相関
そうかん

関係
かんけい

等
とう

、所得
しょとく

保障
ほしょう

制度
せ い ど

の在
あ

り方
かた

を再検討
さいけんとう

する

必要
ひつよう

がある。 

○ 給付
きゅうふ

水準
すいじゅん

が高
たか

い障害
しょうがい

厚生
こうせい

年金
ねんきん

は、障害
しょうがい

基礎
き そ

年金
ねんきん

と切
き

り離
はな

して議論
ぎ ろ ん

すべきで

ある。 

○ 生活
せいかつ

保護
ほ ご

給付
きゅうふ

の受給
じゅきゅう

対象者
たいしょうしゃ

には障害者
しょうがいしゃ

が多
おお

いため、生活
せいかつ

保護
ほ ご

と年金
ねんきん

制度
せ い ど

や

手当
て あ て

（基礎
き そ

自治体
じ ち た い

による難病
なんびょう

への手当
て あ て

を含
ふく

む）との関係
かんけい

も問題
もんだい

になる。 

○ 在日
ざいにち

外国人
がいこくじん

等
とう

である障害者
しょうがいしゃ

の無年金
むねんきん

問題
もんだい

への対応
たいおう

を検討
けんとう

するべきである。 

○ 無年金
むねんきん

障害者
しょうがいしゃ

への基礎
き そ

自治体
じ ち た い

の対応
たいおう

等
とう

をデータ化
か

し、是正
ぜ せ い

の方向
ほうこう

につなげ

るべきである。 

○ 難病
なんびょう

等
とう

はざまに落
お

ちている方
かた

を含
ふく

め障害者
しょうがいしゃ

の所得
しょとく

保障
ほしょう

を体系
たいけい

づけるべき

である。その際
さい

、障害
しょうがい

年金
ねんきん

の支給
しきゅう

基準
きじゅん

の緩和
か ん わ

も検討
けんとう

すべきである。 

○ 諸手当
しょてあて

については地域的
ちいきてき

な格差
か く さ

を解消
かいしょう

し、全
すべ

ての障害
しょうがい

を対象
たいしょう

にするべき

である。 

○ 住宅
じゅうたく

等
とう

特別
とくべつ

のニーズには手当
て あ て

等
とう

で充足
じゅうそく

する等
とう

、年金
ねんきん

に限定
げんてい

せず所得
しょとく

保障
ほしょう

制度
せ い ど

全体
ぜんたい

の在
あ

り方
かた

を考
かんが

える場
ば

が必要
ひつよう

である。 

○ 職場
しょくば

の支援
し え ん

体制
たいせい

を整備
せ い び

し、働
はたら

いて所得
しょとく

を得
え

たいと考
かんが

える人
ひと

が働
はたら

けるように

する必要
ひつよう

がある。 

○ 働
はたら

くことが困難
こんなん

な人
ひと

が地域
ち い き

で当
あ

たり前
まえ

に暮
く

らせる体制
たいせい

をつくる必要
ひつよう

があ

る。 

 



- 24 - 
 

（２）経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

について 

○ 基礎
き そ

自治体
じ ち た い

は障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促進
そくしん

するために割引
わりびき

や減免
げんめん

等
とう

を実施
じ っ し

し

ている。 

○ 税制
ぜいせい

控除
こうじょ

は所得
しょとく

がある方
かた

が対象
たいしょう

で、所得
しょとく

がなく非課税
ひ か ぜ い

の方
かた

は使
つか

うことがで

きないので、所得
しょとく

の再分配
さいぶんぱい

から考
かんが

えると公平
こうへい

ではない。また、障害者
しょうがいしゃ

への適用
てきよう

実態
じったい

についての調査
ちょうさ

もない。 

○ 減免
げんめん

は JR等
とう

の公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

を利用
り よ う

できる人
ひと

や博物館
はくぶつかん

、美術館
びじゅつかん

等
とう

に行
い

くこ

とができる人
ひと

等
とう

、移動
い ど う

の手段
しゅだん

や自由
じ ゆ う

が確保
か く ほ

されている人
ひと

しか利用
り よ う

できない。 

○ 経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

の制度
せ い ど

は障害者
しょうがいしゃ

が低所得
ていしょとく

だからかわいそうだという

意識
い し き

につながる面
めん

もあるので、基本的
きほんてき

には所得
しょとく

保障
ほしょう

の制度
せ い ど

で対応
たいおう

するべきで

ある。 

○ 障害者
しょうがいしゃ

はヘルパーの交通費
こうつうひ

や入場料
にゅうじょうりょう

等
とう

を支払
し は ら

っており、１人
ひ と り

分
ぶん

の料金
りょうきん

では

社会
しゃかい

参加
さ ん か

できない。 

○ 自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

やその他
た

の制度
せ い ど

により、入院費
にゅういんひ

等
とう

の医療費
いりょうひ

やその他
た

の費用
ひ よ う

の

軽減
けいげん

策
さく

を精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

や難病
なんびょう

患者
かんじゃ

にも拡充
かくじゅう

すべきである。 

○ 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスや就労
しゅうろう

支援
し え ん

事業
じぎょう

等
とう

の利用者
りようしゃ

負担
ふ た ん

問題
もんだい

を改善
かいぜん

すべきであ

る。とりわけ就労
しゅうろう

支援
し え ん

事業
じぎょう

における利用者
りようしゃ

負担
ふ た ん

は無料
むりょう

とすべきである。 

○ 家賃
や ち ん

や住宅
じゅうたく

改修費
かいしゅうひ

の助成
じょせい

制度
せ い ど

等
とう

についても新基本
しんきほん

計画
けいかく

の中
なか

に位置付
い ち づ

ける

必要
ひつよう

がある。 

 

（３）データ等
とう

についての意見
い け ん

 

○ 障害者
しょうがいしゃ

の経済
けいざい

活動
かつどう

や生活
せいかつ

実態
じったい

、消費
しょうひ

実態
じったい

を明
あき

らかにする基礎
き そ

データを整備
せ い び

するべきである。 

○ 経済的
けいざいてき

扶養
ふ よ う

の実態
じったい

を明
あき

らかにするためにも障害者
しょうがいしゃ

の家族
か ぞ く

の実態
じったい

把握
は あ く

が

必要
ひつよう

である。 

○ 施策
し さ く

の進捗
しんちょく

状況
じょうきょう

の評価
ひょうか

・検証
けんしょう

のための指標
しひょう

づくりの際
さい

に外国
がいこく

の例
れい

を参照
さんしょう

す

るべきである。 

○ 男女
だんじょ

別
べつ

集計
しゅうけい

によると女性
じょせい

は障害
しょうがい

基礎
き そ

年金
ねんきん

だけを受
う

ける人
ひと

が多
おお

く、男性
だんせい

に比
くら

べて年金
ねんきん

受給
じゅきゅう

水準
すいじゅん

が低
ひく

い。男女
だんじょ

の就労
しゅうろう

形態
けいたい

の違
ちが

いが年金
ねんきん

に現
あらわ

れている。 

○ 年金
ねんきん

を受給
じゅきゅう

していない障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する包括的
ほうかつてき

実態
じったい

調査
ちょうさ

が必要
ひつよう

である。ま

た、年金
ねんきん

の要件
ようけん

を満
み

たさない理由
り ゆ う

とその割合
わりあい

、地域差
ち い き さ

の状況
じょうきょう

等
とう

も把握
は あ く

するべ

きである。 
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＜新基本
しんきほん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

むべき事項
じ こ う

＞ 

◎ 現行
げんこう

の年金
ねんきん

や諸手当
しょてあて

等
とう

の所得
しょとく

保障
ほしょう

制度
せ い ど

全般
ぜんぱん

について、総合的
そうごうてき

な検証
けんしょう

を行
おこな

う

こと。その際
さい

、以下
い か

の点
てん

に留意
りゅうい

すること。 

・ 生活
せいかつ

できる給付
きゅうふ

水準
すいじゅん

であること 

・ 地域間
ちいきかん

格差
か く さ

がないこと 

・ 障害
しょうがい

種別
しゅべつ

で谷間
た に ま

がないこと 

・ 無年金
むねんきん

障害者
しょうがいしゃ

への早急
さっきゅう

な対応
たいおう

 

◎ 新基本
しんきほん

計画
けいかく

の監視
か ん し

に当
あ

たり、以下
い か

のデータを把握
は あ く

すること。 

・ 障害者
しょうがいしゃ

（無年金
むねんきん

障害者
しょうがいしゃ

を含
ふく

む）とその家族
か ぞ く

の生計
せいけい

実態
じったい

についてのデータ 

・ 上記
じょうき

の男女
だんじょ

別
べつ

、障害
しょうがい

別
べつ

、年齢
ねんれい

階層
かいそう

別
べつ

、都道府県
と ど う ふ け ん

別
べつ

等
とう

のデータ 
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３、教育
きょういく

【16条
じょう

】 

 

（１）インクルーシブ教育
きょういく

システムの構築
こうちく

について 

 

＜障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

での意見
い け ん

＞ 

○ 共生
きょうせい

社会
しゃかい

の形成
けいせい

に向
む

けた国民
こくみん

の共通
きょうつう

理解
り か い

を一層
いっそう

進
すす

めるとともに、障害者
しょうがいしゃ

制度
せ い ど

改革
かいかく

を社会的
しゃかいてき

機運
き う ん

として醸成
じょうせい

すべきである。 

○ 障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

16条
じょう

第
だい

１項
こう

に「共
とも

に教育
きょういく

を受
う

けられるよう」との文言
もんごん

が入
はい

ったことを受
う

けて、基本
き ほ ん

方針
ほうしん

の転換
てんかん

を明確
めいかく

にすべきである。 

○ 障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

16条
じょう

の第
だい

１項
こう

で共
とも

に学
まな

ぶこと、第
だい

２項
こう

で保護者
ほ ご し ゃ

の意見
い け ん

の

尊重
そんちょう

、第
だい

３項
こう

で交流
こうりゅう

及
およ

び共同
きょうどう

学習
がくしゅう

を規定
き て い

していることを踏
ふ

まえ、保護者
ほ ご し ゃ

の

意向
い こ う

を尊重
そんちょう

し、入学
にゅうがく

時
じ

に障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

に学校
がっこう

設置者
せっちしゃ

及
およ

び学校
がっこう

等
とう

は障害者
しょうがいしゃ

を排
はい

除
じょ

すべきではない。 

○ 障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

で確認
かくにん

された障害
しょうがい

の有無
う む

によって分
わ

け隔
へだ

てられない共生
きょうせい

社会
しゃかい

を前提
ぜんてい

に、入学
にゅうがく

時
じ

に分
わ

けないのが、インクルーシブ教育
きょういく

である。その上
うえ

で、希望
き ぼ う

する場合
ば あ い

には特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

に入学
にゅうがく

できる仕組
し く

みにすべきである。 

○ 障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の改正
かいせい

を受
う

け、共
とも

に学
まな

ぶことを基本
き ほ ん

にすべきである。その際
さい

に、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず全
すべ

ての子
こ

どもに対
たい

して同時期
ど う じ き

に就学
しゅうがく

通知
つ う ち

を送
そう

付
ふ

し、希望
き ぼ う

がある場合
ば あ い

には特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

も選
えら

べるようにすべきである。 

○ 共
とも

に学
まな

び育
そだ

つことを原則
げんそく

にすべきである。その際
さい

、卒業後
そつぎょうご

の地域
ち い き

生活
せいかつ

につ

ながることを重要
じゅうよう

な観点
かんてん

として位置付
い ち づ

けるべきである。 

○ インクルーシブ教育
きょういく

システム構築
こうちく

のために、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

の推進
すいしん

を踏
ふ

まえ

た評価
ひょうか

・検証
けんしょう

できる仕組
し く

みを作
つく

るべきであり、学校
がっこう

経営
けいえい

の評価
ひょうか

に、インクル

ーシブ教育
きょういく

システム構築
こうちく

の評価
ひょうか

指標
しひょう

を導入
どうにゅう

することを検討
けんとう

すべきである。 

○ 障害
しょうがい

の種別
しゅべつ

や発達
はったつ

段階
だんかい

等
とう

により、必
かなら

ずしも共
とも

に学
まな

ぶことで学
まな

びが充実
じゅうじつ

しな

い可能性
かのうせい

がある。学
まな

びの多様性
たようせい

、学
まな

びの連続性
れんぞくせい

、それぞれの場
ば

の充実
じゅうじつ

により、

できるだけ皆
みな

で学
まな

ぶ仕組
し く

みに到達
とうたつ

すべきである。 

○ 共生
きょうせい

社会
しゃかい

では、ろう者
しゃ

の手話
し ゅ わ

、視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

の点字
て ん じ

、盲
もう

ろう者
しゃ

に特化
と っ か

した様々
さまざま

なコミュニケーション手段
しゅだん

、あるいは、同
おな

じ障害
しょうがい

のある仲間
な か ま

とのつながり等
とう

も尊重
そんちょう

されなければならない。基礎的
き そ て き

環境
かんきょう

整備
せ い び

と合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を保障
ほしょう

した地域
ち い き

の学校
がっこう

で障害
しょうがい

のない子
こ

どもたちとともに学
まな

ぶ利点
り て ん

と比較
ひ か く

した上
うえ

で、それでも

なお独自
ど く じ

の言語
げ ん ご

や文字
も じ

、コミュニケーション手段
しゅだん

による教育
きょういく

、同
おな

じ障害
しょうがい

を持
も
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つ仲間
な か ま

集団
しゅうだん

の力
ちから

、個別
こ べ つ

の障害
しょうがい

特性
とくせい

に特化
と っ か

した教育
きょういく

の専門性
せんもんせい

等
とう

を評価
ひょうか

して、

本人
ほんにん

、保護者
ほ ご し ゃ

が特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

への就学
しゅうがく

を希望
き ぼ う

する場合
ば あ い

は、それを保障
ほしょう

するこ

ともまたインクルーシブ教育
きょういく

システムである。 

○ 特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

に在籍
ざいせき

してもできる限
かぎ

り地域
ち い き

で学
まな

ぶことを考
かんが

えるべきであ

る。副籍
ふくせき

や支援
し え ん

籍
せき

について、地域
ち い き

社会
しゃかい

とつながる仕組
し く

みという観点
かんてん

から検討
けんとう

を進
すす

めるべきである。 

 

＜新基本
しんきほん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

むべき事項
じ こ う

＞ 

◎ 障害
しょうがい

の有無
う む

によって分
わ

け隔
へだ

てない共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に向
む

け、障害者
しょうがいしゃ

の個々
こ こ

の

特性
とくせい

を踏
ふ

まえた十分
じゅうぶん

な教育
きょういく

が受
う

けられるよう合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

及
およ

び必要
ひつよう

な支援
し え ん

が提
てい

供
きょう

されることにより、障害者
しょうがいしゃ

と障害
しょうがい

のない人
ひと

が共
とも

に学
まな

ぶことを原則
げんそく

とするイ

ンクルーシブ教育
きょういく

システムを構築
こうちく

すること。 

◎ 手話
し ゅ わ

、点字
て ん じ

、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

、盲
もう

ろう者
しゃ

のコミュニケーション方法
ほうほう

等
とう

を含
ふく

め、個別
こ べ つ

の障害
しょうがい

特性
とくせい

に最適化
さいてきか

された専門的
せんもんてき

教育
きょういく

、同
おな

じ障害
しょうがい

を持
も

つ仲間
な か ま

集団
しゅうだん

の相互
そ う ご

承認
しょうにん

、

相互
そ う ご

肯定
こうてい

等
とう

の力
ちから

等
とう

を障害者
しょうがいしゃ

及
およ

び保護者
ほ ご し ゃ

が判断
はんだん

し、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

への就学
しゅうがく

を

希望
き ぼ う

するときに、その期待
き た い

に応
こた

えられるように、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の教育力
きょういくりょく

を高
たか

め

ること。 

◎ 就学
しゅうがく

、進級
しんきゅう

、卒業
そつぎょう

等
とう

において、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

にした不利益
ふ り え き

な取扱
とりあつか

いを禁止
き ん し

す

る教育
きょういく

制度
せ い ど

を構築
こうちく

すること。 

 

（２）初等
しょとう

中等
ちゅうとう

教育
きょういく

における就学
しゅうがく

相談
そうだん

・就学先
しゅうがくさき

決定
けってい

等
とう

について 

 

＜障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

での意見
い け ん

＞ 

○ 障害児
しょうがいじ

及
およ

び保護者
ほ ご し ゃ

の意向
い こ う

を最大限
さいだいげん

に尊重
そんちょう

する必要
ひつよう

がある。特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

を

必要
ひつよう

とするニーズは、あくまでも障害児
しょうがいじ

及
およ

び保護者
ほ ご し ゃ

の求
もと

めによるべきである。 

○ 就学
しゅうがく

相談
そうだん

では、地域
ち い き

の学校
がっこう

に行
い

けることを情報
じょうほう

提供
ていきょう

すべきである。 

○ 高等
こうとう

教育
きょういく

では障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

に入学
にゅうがく

拒否
き ょ ひ

はしないということであった。この

観点
かんてん

を幼稚園
ようちえん

、小
しょう

・中
ちゅう

・高
こう

へと一貫
いっかん

させるべきである。 

○ 相談
そうだん

支援
し え ん

では、障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を見通
み と お

せるように地域
ち い き

生活
せいかつ

をしている

障害者
しょうがいしゃ

がかかわるべきである。 

○ 普通
ふ つ う

学級
がっきゅう

での学
まな

びを原則
げんそく

にするように、重
おも

みづけをするべきである。 

○ 地域
ち い き

の学校
がっこう

への入学
にゅうがく

で拒否
き ょ ひ

されないことは重要
じゅうよう

であり、同時
ど う じ

に、子
こ

ども
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同士
ど う し

の手話
し ゅ わ

でのコミュニケーションを可能
か の う

にし、アイデンティティの確立
かくりつ

が

できる環境
かんきょう

が重要
じゅうよう

である。 

○ 就学先
しゅうがくさき

決定
けってい

では、障害児
しょうがいじ

・保護者
ほ ご し ゃ

の意見
い け ん

を最
もっと

も大切
たいせつ

なものとして尊重
そんちょう

し、

継続
けいぞく

した相談
そうだん

支援
し え ん

を行
おこな

い、かつ教育
きょういく

支援
し え ん

計画
けいかく

の適切
てきせつ

な運用
うんよう

を徹底
てってい

させるべき

である。ニーズが発生
はっせい

したときには、速
すみ

やかに計画
けいかく

を見直
み な お

すことができる

相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

が必要
ひつよう

である。情報
じょうほう

の整理
せ い り

、記録
き ろ く

保管
ほ か ん

のために IT技術
ぎじゅつ

の活用
かつよう

を

検討
けんとう

すべきである。 

○ 市町村
しちょうそん

教育
きょういく

委員会
いいんかい

が就学先
しゅうがくさき

を決定
けってい

する際
さい

には、共
とも

に学
まな

ぶという観点
かんてん

を踏
ふ

ま

えつつ、一人
ひ と り

ひとりの教育的
きょういくてき

ニーズに応
おう

じた十分
じゅうぶん

な教育
きょういく

が行
おこな

われるよう配慮
はいりょ

されるべきである。 

○ 就学先
しゅうがくさき

決定
けってい

については、障害児
しょうがいじ

・保護者
ほ ご し ゃ

の意見
い け ん

を最大限
さいだいげん

尊重
そんちょう

しつつ、教育
きょういく

委員会
いいんかい

や学校
がっこう

等
とう

との合意
ご う い

形成
けいせい

を図
はか

るのが、ベースラインである。 

○ 相談
そうだん

において特定
とくてい

の就学先
しゅうがくさき

を強制
きょうせい

されるべきではない。教育
きょういく

支援
し え ん

計画
けいかく

は、

障害児
しょうがいじ

・保護者
ほ ご し ゃ

が参画
さんかく

し、保護者
ほ ご し ゃ

が指名
し め い

した第三者
だいさんしゃ

の出席
しゅっせき

を確保
か く ほ

しながら

策定
さくてい

すべきである。 

○ 障害児
しょうがいじ

・保護者
ほ ご し ゃ

の意見
い け ん

を尊重
そんちょう

するためには、連続性
れんぞくせい

のある多様
た よ う

な学
まな

びの場
ば

を確保
か く ほ

するべきである。子
こ

どもの発達
はったつ

や程度
て い ど

を勘案
かんあん

しつつ柔軟
じゅうなん

に就学先
しゅうがくさき

を

変更
へんこう

できるようにすべきである。卒業後
そつぎょうご

に福祉
ふ く し

サービスをスムーズに利用
り よ う

で

きるようにするために、知事
ち じ

部局
ぶきょく

と教育
きょういく

委員会
いいんかい

が連携
れんけい

すべきである。 

○ 最新
さいしん

の医学的
いがくてき

診断
しんだん

技術
ぎじゅつ

により難聴
なんちょう

を早期
そ う き

に発見
はっけん

し、有効
ゆうこう

な教育的
きょういくてき

支援
し え ん

等
とう

を

早期
そ う き

から行
おこな

えるようにするべきである。 

○ 健康
けんこう

管理
か ん り

の記録
き ろ く

（乳幼児
にゅうようじ

健診
けんしん

記録
き ろ く

、就学
しゅうがく

時
じ

健康
けんこう

診断
しんだん

記録
き ろ く

、学校
がっこう

診断
しんだん

記録
き ろ く

等
とう

）

は、厳重
げんじゅう

な情報
じょうほう

管理
か ん り

の下
もと

、各教育
かくきょういく

段階
だんかい

で共有
きょうゆう

し、個別
こ べ つ

の教育
きょういく

支援
し え ん

計画
けいかく

、個別
こ べ つ

の指導
し ど う

計画
けいかく

の基礎
き そ

に据
す

えられるべきである。 

 

＜新基本
しんきほん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

むべき事項
じ こ う

＞ 

◎ 障害児
しょうがいじ

及
およ

び保護者
ほ ご し ゃ

の意見
い け ん

を最大限
さいだいげん

尊重
そんちょう

した就学先
しゅうがくさき

の決定
けってい

がなされ、障害児
しょうがいじ

の教育
きょういく

ニーズの把握
は あ く

の下
もと

、就学先
しゅうがくさき

における支援
し え ん

の内容
ないよう

について合意
ご う い

形成
けいせい

が行
おこな

われる仕組
し く

みを構築
こうちく

すること。 

◎ 市町村
しちょうそん

教育
きょういく

委員会
いいんかい

において、就学先
しゅうがくさき

の全
すべ

ての可能性
かのうせい

について公平
こうへい

な説明
せつめい

を

行
おこな

い、障害児
しょうがいじ

及
およ

び保護者
ほ ご し ゃ

が希望
き ぼ う

する場合
ば あ い

には体験
たいけん

や見学
けんがく

をした後
あと

に決定
けってい

され

るよう支援
し え ん

すること。 

◎ 市町村
しちょうそん

教育
きょういく

委員会
いいんかい

と医療
いりょう

、保健
ほ け ん

、福祉
ふ く し

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

を強化
きょうか

すると
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ともに、教育
きょういく

相談
そうだん

や就学
しゅうがく

相談
そうだん

等
とう

を通
つう

じた、障害児
しょうがいじ

及
およ

び保護者
ほ ご し ゃ

に対
たい

する十分
じゅうぶん

な

情報
じょうほう

提供
ていきょう

を確保
か く ほ

すること。 

◎ 障害児
しょうがいじ

及
およ

び保護者
ほ ご し ゃ

の参画
さんかく

を得
え

て個別
こ べ つ

の教育
きょういく

支援
し え ん

計画
けいかく

が策定
さくてい

され、その計画
けいかく

に基
もと

づく教育
きょういく

活動
かつどう

が実施
じ っ し

されること。 

◎ 就学
しゅうがく

時
じ

に決定
けってい

した就学先
しゅうがくさき

を固定
こ て い

したものとせずに、障害児
しょうがいじ

及
およ

び保護者
ほ ご し ゃ

の

希望
き ぼ う

に応
おう

じて変更
へんこう

できるようにすること。 

◎ 障害児
しょうがいじ

及
およ

び保護者
ほ ご し ゃ

と教育
きょういく

委員会
いいんかい

で就学先
しゅうがくさき

についての判断
はんだん

が異
こと

なり、合意
ご う い

形成
けいせい

ができない場合
ば あ い

は、中立的
ちゅうりつてき

な機関
き か ん

による調整
ちょうせい

の仕組
し く

みを確保
か く ほ

すること。 

◎ 高等
こうとう

学校
がっこう

における障害者
しょうがいしゃ

の教育
きょういく

の機会
き か い

が保障
ほしょう

されるよう、入学
にゅうがく

試験
し け ん

及
およ

び

授業
じゅぎょう

等
とう

において合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

が確保
か く ほ

される仕組
し く

みを構築
こうちく

すること。 

 

（３）初等
しょとう

中等
ちゅうとう

教育
きょういく

における合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

及
およ

び基礎的
き そ て き

環境
かんきょう

整備
せ い び

等
とう

について 

 

＜障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

での意見
い け ん

＞ 

①合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

について 

○ 合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

は、学校
がっこう

現場
げ ん ば

に要請
ようせい

される作為
さ く い

義務
ぎ む

である。基礎的
き そ て き

環境
かんきょう

整備
せ い び

は、

国
くに

及
およ

び地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

が行
おこな

うべき義務
ぎ む

であって、両方
りょうほう

行
おこな

われることでインクル

ーシブ教育
きょういく

が保障
ほしょう

できる。 

○ 障害児
しょうがいじ

が学
まな

びの達成感
たっせいかん

をもてるよう教育
きょういく

活動
かつどう

が行
おこな

われなければならない。

そのために、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

が提供
ていきょう

されるべきである。地域
ち い き

生活
せいかつ

につながる力
ちから

、

生
い

きる力
ちから

を育
はぐく

む教育
きょういく

が大前提
だいぜんてい

である。 

○ 地域
ち い き

の学校
がっこう

から排除
はいじょ

されずに、自己
じ こ

の地域
ち い き

社会
しゃかい

において初等
しょとう

中等
ちゅうとう

教育
きょういく

の

機会
き か い

が与
あた

えられるよう、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

が提供
ていきょう

されるべきである。 

 

②合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

が確保
か く ほ

されるべき場面
ば め ん

について 

○ 普通
ふ つ う

学校
がっこう

で学
まな

ぶ子
こ

どもにも、盲
もう

学校
がっこう

と同様
どうよう

のレベルの教科書
きょうかしょ

が保障
ほしょう

される

べきである。 

○ 教科書
きょうかしょ

について、特
とく

に読
よ

みに困難
こんなん

のあるディスレクシアの子
こ

どもたちには、

読
よ

み上
あ

げ機能
き の う

を持
も

つデジタル教科書
きょうかしょ

、教材
きょうざい

が保障
ほしょう

されるようにすべきである。 

○ 保護者
ほ ご し ゃ

に付
つ

き添
そ

いを求
もと

めずに、必要
ひつよう

な人的
じんてき

な支援
し え ん

が行
おこな

われるようにすべき

である。 

○ 障害
しょうがい

のある教員
きょういん

にも合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

が、保障
ほしょう

されるべきである。 
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○ 医療的
いりょうてき

ケアについては、看護師
か ん ご し

を配置
は い ち

しつつ教員
きょういん

も支援
し え ん

に加
くわ

わり、支援
し え ん

を

提供
ていきょう

できるようにすべきである。 

○ 土日
どにち

の過
す

ごし方
かた

も個別
こべつ

支援
しえん

計画
けいかく

に含
ふく

め、必要
ひつよう

な支援
しえん

を提供
ていきょう

するべきである。 

 

③合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

に関
かん

する課題
か だ い

について 

○ 障害
しょうがい

のある教員
きょういん

への合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を検討
けんとう

する場
ば

を設
もう

けるべきである。 

○ 合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

を担
にな

う人材
じんざい

については、その待遇面
たいぐうめん

が不安定
ふあんてい

であるため

地位
ち い

を保障
ほしょう

すべきである。教育
きょういく

支援
し え ん

計画
けいかく

と障害児
しょうがいじ

サービス利用
り よ う

計画
けいかく

等
とう

、福祉
ふ く し

関連
かんれん

の個別
こ べ つ

支援
し え ん

計画
けいかく

とを連携
れんけい

できるようにすべきである。 

○ 障害児
しょうがいじ

が体育
たいいく

に参加
さ ん か

できるよう、個別
こ べ つ

支援
し え ん

計画
けいかく

で合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の在
あ

り方
かた

を

検討
けんとう

すべきである。 

○ 合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の実践
じっせん

事例
じ れ い

の収集
しゅうしゅう

と分類
ぶんるい

、インクルーシブ教育
きょういく

システム構築
こうちく

モ

デル校
こう

とインクルーシブ教育
きょういく

システム構築
こうちく

モデル地域
ち い き

の決定
けってい

は、反差別
はんさべつ

や

人権
じんけん

教育
きょういく

の観点
かんてん

で行
おこな

われるべきである。 

○ 学校
がっこう

現場
げ ん ば

を中心
ちゅうしん

として、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を含
ふく

む教育
きょういく

支援
し え ん

計画
けいかく

のモデル案
あん

を策定
さくてい

し、活用
かつよう

すべきである。同時
ど う じ

に、啓発
けいはつ

活動
かつどう

もすべきである。 

○ 普通
ふ つ う

学級
がっきゅう

における合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

について、予算
よ さ ん

を含
ふく

めて充実
じゅうじつ

させるように

重点
じゅうてん

施策
し さ く

、優先的
ゆうせんてき

施策
し さ く

として取
と

り上
あ

げるべきである。 

 

④基礎的
き そ て き

環境
かんきょう

整備
せ い び

について 

○ 基礎的
き そ て き

環境
かんきょう

整備
せ い び

については、地域間
ちいきかん

格差
か く さ

が生
しょう

じないように国
くに

又
また

は地方
ち ほ う

自治体
じ ち た い

が責任
せきにん

をもつべきである。 

○ 学校
がっこう

の施設
し せ つ

を利用
り よ う

するときに校内
こうない

の表示
ひょうじ

等
とう

にルビがなかったり、スロープ

がなかったりするので、障害者
しょうがいしゃ

と話
はな

し合
あ

いながら学校
がっこう

施設
し せ つ

を整備
せ い び

すべきであ

る。 

○ 通常
つうじょう

の学級
がっきゅう

、通級
つうきゅう

による指導
し ど う

、特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

が連携
れんけい

しつつ

基礎的
き そ て き

環境
かんきょう

整備
せ い び

を充実
じゅうじつ

すべきである。通常
つうじょう

の学級
がっきゅう

においては、少人数
しょうにんずう

学級
がっきゅう

を

推進
すいしん

すべきである。 

○ 物理的
ぶつりてき

な環境
かんきょう

整備
せ い び

に当
あ

たっては、市町村
しちょうそん

で計画的
けいかくてき

に整備
せ い び

していく仕組
し く

みを

つくるべきである。 

○ 地域
ち い き

の学校
がっこう

で学
まな

べるように人員
じんいん

配置
は い ち

をすべきであり、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

や学級
がっきゅう

で配置
は い ち

されている教員
きょういん

の定数
ていすう

と、普通
ふ つ う

学級
がっきゅう

との格差
か く さ

を縮
ちぢ

めるべきである。 
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○ 特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

に就学
しゅうがく

した子
こ

どもたちは、地域
ち い き

で孤立
こ り つ

することがあるため、

スポーツ等
とう

を通
つう

じて地域
ち い き

の子
こ

どもと交流
こうりゅう

できる環境
かんきょう

を整備
せ い び

すべきである。 

○ 誰
だれ

もが使
つか

えるデジタル教科書
きょうかしょ

の整備
せ い び

をすべきである。 

 

⑤その他
た

の関連
かんれん

する課題
か だ い

について 

○ 学習
がくしゅう

指導
し ど う

要領
ようりょう

については、普通
ふ つ う

学校
がっこう

と特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

との２本立
ほ ん た

てが今後
こ ん ご

も

必要
ひつよう

なのか、検討
けんとう

されるべきである。 

○ 通常
つうじょう

の学級
がっきゅう

では、聴覚
ちょうかく

障害児
しょうがいじ

は言語力
げんごりょく

の形成
けいせい

に困難
こんなん

を抱
かか

え、言語力
げんごりょく

形成
けいせい

の

遅
おく

れが学科
が っ か

学習
がくしゅう

の遅
おく

れにつながることがある。そうした学力
がくりょく

の遅
おく

れが積
つ

み重
かさ

なる前
まえ

に障害児
しょうがいじ

を把握
は あ く

する仕組
し く

みが必要
ひつよう

である。 

○ 特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

で学
まな

ぶ子
こ

どもについては、普通
ふ つ う

学級
がっきゅう

での交流
こうりゅう

の時間
じ か ん

に上限
じょうげん

を

設
もう

けている自治体
じ ち た い

があるため、それを撤廃
てっぱい

するようにすべきである。 

○ 通学
つうがく

支援
し え ん

及
およ

びコミュニケーション支援
し え ん

の提供
ていきょう

の在
あ

り方
かた

について検討
けんとう

する

べきである。 

○ インクルーシブ体育
たいいく

についての研究
けんきゅう

を進
すす

め、学校
がっこう

体育
たいいく

における合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

について、ガイドラインを策定
さくてい

すべきである。 

○ 視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

、ろう者
しゃ

、難聴者
なんちょうしゃ

、盲
もう

ろう者
しゃ

等
とう

への教育
きょういく

については、専門性
せんもんせい

を

確保
か く ほ

し、かつ継続的
けいぞくてき

な教育
きょういく

が行
おこな

えるように人事異動
じ ん じ い ど う

で配慮
はいりょ

されるべきである。 

○ 地域
ち い き

の学校
がっこう

に特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

を熟知
じゅくち

した教員
きょういん

が、配置
は い ち

されるべきである。 

○ 全
すべ

ての教員
きょういん

が、障害者
しょうがいしゃ

を受
う

け入
い

れることができるように教員
きょういん

が養成
ようせい

される

べきである。 

○ 教員
きょういん

養成
ようせい

や学校
がっこう

へ入
はい

ってからの教員
きょういん

研修
けんしゅう

において、特別
とくべつ

支援
し え ん

教育
きょういく

に関
かん

する

専門性
せんもんせい

を担保
た ん ぽ

する仕組
し く

みを作
つく

るべきである。 

○ 高校
こうこう

入学
にゅうがく

試験
し け ん

について、全国
ぜんこく

の合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の取組
とりくみ

をまとめウエブを活用
かつよう

し

広報
こうほう

すべきである。 

 

＜新基本
しんきほん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

むべき事項
じ こ う

＞ 

◎ 合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

は障害児
しょうがいじ

及
およ

び保護者
ほ ご し ゃ

から要請
ようせい

されることによって、学校
がっこう

に作為
さ く い

義務
ぎ む

が生
しょう

じるものとし、基礎的
き そ て き

環境
かんきょう

整備
せ い び

は国
くに

及
およ

び地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

が行
おこな

うべき

義務
ぎ む

とすること。 

◎ 基礎的
き そ て き

環境
かんきょう

整備
せ い び

に当
あ

たり、地域間
ちいきかん

格差
か く さ

が生
しょう

じないよう配慮
はいりょ

されること。 

◎ 障害児
しょうがいじ

が障害
しょうがい

のない子
こ

どもと平等
びょうどう

に教育
きょういく

の機会
き か い

が保障
ほしょう

されるよう合理的
ごうりてき
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配慮
はいりょ

が確保
か く ほ

されるべきであり、個別
こ べ つ

の教育
きょういく

支援
し え ん

計画
けいかく

にその内容
ないよう

が盛
も

り込
こ

まれ

ること。 

◎ 保護者
ほ ご し ゃ

に対
たい

し、付
つ

き添
そ

い、医療的
いりょうてき

ケアの提供
ていきょう

及
およ

び介助者
かいじょしゃ

等
とう

の費用
ひ よ う

負担
ふ た ん

を求
もと

め

るなど、障害
しょうがい

のない子
こ

どもの保護者
ほ ご し ゃ

以上
いじょう

の負担
ふ た ん

を課
か

さないこと。 

◎ 通常
つうじょう

の学級
がっきゅう

における少人数
しょうにんずう

学級
がっきゅう

を推進
すいしん

するなど、環境
かんきょう

整備
せ い び

を進
すす

めるととも

に、通常
つうじょう

の学級
がっきゅう

に在籍
ざいせき

する障害児
しょうがいじ

への合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

が確保
か く ほ

される仕組
し く

みを構築
こうちく

すること。 

◎ 小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

等
とう

への通学
つうがく

支援
し え ん

の在
あ

り方
かた

については、福祉
ふ く し

サービスとの連携
れんけい

も

含
ふく

めて検討
けんとう

すること。 

◎ 点字
て ん じ

教科書
きょうかしょ

、マルチメディア教科書
きょうかしょ

等
とう

の障害
しょうがい

の特性
とくせい

に応
おう

じた教科書
きょうかしょ

、教材
きょうざい

を

保障
ほしょう

すること。 

◎ 国
くに

において合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

事例
じ れ い

等
とう

の収集
しゅうしゅう

と分類
ぶんるい

を行
おこな

い、それを初等
しょとう

中等
ちゅうとう

教育
きょういく

における合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

が確保
か く ほ

されるよう学校
がっこう

設置者
せっちしゃ

及
およ

び学校
がっこう

等
とう

に情報
じょうほう

提供
ていきょう

をすること。 

◎ 障害
しょうがい

のある教職員
きょうしょくいん

の採用
さいよう

を促進
そくしん

し、採用
さいよう

時
じ

及
およ

び採
さい

用後
よ う ご

に合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

が確保
か く ほ

される仕組
し く

みを構築
こうちく

すること。 

 

（４）高等
こうとう

教育
きょういく

における障害
しょうがい

学生
がくせい

支援
し え ん

について 

 

＜障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

での意見
い け ん

＞ 

①障害
しょうがい

学生
がくせい

支援
し え ん

の在
あ

り方
かた

について 

○ 高等
こうとう

教育
きょういく

について、新基本
しんきほん

計画
けいかく

で独立
どくりつ

した項目
こうもく

を設
もう

けるべきである。職業
しょくぎょう

教育
きょういく

、成人
せいじん

教育
きょういく

にアクセスでき、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を確保
か く ほ

し、後期
こ う き

中等
ちゅうとう

教育
きょういく

との連携
れんけい

についても含
ふく

めるようにすべきである。 

○ 大学
だいがく

入学
にゅうがく

の際
さい

に障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

に拒否
き ょ ひ

しないことを大原則
だいげんそく

にし、同時
ど う じ

に教育
きょういく

の

レベルを落
お

とさないことを前提
ぜんてい

にすべきである。理念
り ね ん

の明確化
めいかくか

も含
ふく

め、大学
だいがく

の情報
じょうほう

発信
はっしん

等
とう

が重要
じゅうよう

である。 

○ 入試
にゅうし

で障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とした排除
はいじょ

や差別
さ べ つ

を禁止
き ん し

すべきである。学力
がくりょく

のレベルを

落
お

とさないということではなく、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の構築
こうちく

のためには、学力
がくりょく

だけでは

なく多様
た よ う

な人間
にんげん

の在
あ

り方
かた

が認
みと

められるべきである。 

○ 知的
ち て き

障害
しょうがい

者
しゃ

、発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

について、入試
にゅうし

で切
き

り捨
す

ててしまうのではなく、

人間
にんげん

の可能性
かのうせい

が広
ひろ

がる場
ば

として大学
だいがく

教育
きょういく

での学
まな

びについて検討
けんとう

すべきであ
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る。 

○ 大学
だいがく

教育
きょういく

での教育
きょういく

の質
しつ

については、多様
た よ う

な能力
のうりょく

という観点
かんてん

から専門性
せんもんせい

につ

いて検討
けんとう

されることを期待
き た い

したい。 

○ 障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

にした出願
しゅつがん

、受験
じゅけん

、入学
にゅうがく

の拒否
き ょ ひ

が起
お

きないようにすべきである。 

○ 障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

に差別
さ べ つ

されず、一緒
いっしょ

に過
す

ごせるようにすべきである。どうやっ

て受験
じゅけん

するのか、通学
つうがく

についても支援
し え ん

が必要
ひつよう

である。 

○ 大学
だいがく

教育
きょういく

は専門性
せんもんせい

を担保
た ん ぽ

し、人材
じんざい

育成
いくせい

する責務
せ き む

があり、義務
ぎ む

教育
きょういく

とは異
こと

な

る面
めん

がある。理念
り ね ん

を掲
かか

げるのは誰
だれ

も反対
はんたい

しないが、現場
げ ん ば

で実際
じっさい

に成果
せ い か

が得
え

ら

れるかどうか、危惧
き ぐ

する。 

 

②合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

に関
かん

する課題
か だ い

について 

○ 合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

は学業
がくぎょう

遂行
すいこう

だけではなく、社会的
しゃかいてき

自立
じ り つ

をも対象
たいしょう

にし、自治体
じ ち た い

、

NPO、民間
みんかん

団体
だんたい

とも連携
れんけい

しつつ提供
ていきょう

するべきである。通信
つうしん

教育
きょういく

のスクーリン

グに参加
さ ん か

するための通学
つうがく

支援
し え ん

は、障害者
しょうがいしゃ

にとっては非常
ひじょう

に重要
じゅうよう

である。 

○ 大学
だいがく

等
とう

は視覚
し か く

に障害
しょうがい

のある学生
がくせい

等
とう

に対
たい

して学習
がくしゅう

に必要
ひつよう

な教科書
きょうかしょ

や研究
けんきゅう

に

必要
ひつよう

な学術
がくじゅつ

論文
ろんぶん

等
とう

の電子化
で ん し か

等
とう

の合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を行
おこな

うことが求
もと

められる。 

○ 質
しつ

の高
たか

いノートテイクが確保
か く ほ

されなければ授業
じゅぎょう

の理解
り か い

が不十分
ふじゅうぶん

になるた

め、ノートテイクの質
しつ

の向上
こうじょう

が求
もと

められるべきである。 

○ 手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

について、ボランティアによる提供
ていきょう

は支援
し え ん

の質
しつ

に問題
もんだい

がある。研修
けんしゅう

の在
あ

り方
かた

を含
ふく

めて、検討
けんとう

すべきである。特
とく

に、相談
そうだん

でのコミュ

ニケーション支援
し え ん

は、団体
だんたい

と連携
れんけい

しながら体制
たいせい

を整備
せ い び

する必要
ひつよう

がある。 

○ 障害者
しょうがいしゃ

を受
う

け入
い

れる普通
ふ つ う

学校
がっこう

の教育
きょういく

実習先
じっしゅうさき

が少
すく

ない実態
じったい

があるが、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

として大学
だいがく

と関係
かんけい

機関
き か ん

が連携
れんけい

し提供
ていきょう

できるようにすべきである。 

○ 職業
しょくぎょう

体験
たいけん

や実習
じっしゅう

においても合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

が提供
ていきょう

されるべきである。 

○ 大学
だいがく

が合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を保障
ほしょう

し、障害者
しょうがいしゃ

に費用
ひ よ う

負担
ふ た ん

がないようにすべきである。 

○ 大学
だいがく

への通学
つうがく

支援
し え ん

の実態
じったい

調査
ちょうさ

を行
おこな

い、支援
し え ん

の在
あ

り方
かた

を検討
けんとう

するべきである。 

 

＜新基本
しんきほん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

むべき事項
じ こ う

＞ 

◎ 各
かく

大学
だいがく

等
とう

において障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

にした出願
しゅつがん

、受験
じゅけん

、入学
にゅうがく

の拒否
き ょ ひ

が生
しょう

じないこ

とが確保
か く ほ

される仕組
し く

みを構築
こうちく

すること。 

◎ 独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

大学
だいがく

入試
にゅうし

センターが行
おこな

っている障害
しょうがい

のある受験生
じゅけんせい

への「特別
とくべつ

措置
そ ち

」については、多様
た よ う

なニーズをもつ障害者
しょうがいしゃ

への合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の確保
か く ほ

の観点
かんてん

か
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ら検証
けんしょう

し、「特別
とくべつ

措置
そ ち

」の内容
ないよう

について充実
じゅうじつ

が図
はか

られるようにすること。 

◎ 障害
しょうがい

のある学生
がくせい

の高等
こうとう

教育
きょういく

の機会
き か い

が障害
しょうがい

のない学生
がくせい

と平等
びょうどう

に保障
ほしょう

される

よう、情報
じょうほう

保障
ほしょう

・コミュニケーション支援
し え ん

等
とう

の合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

が確保
か く ほ

される仕組
し く

み

を構築
こうちく

するとともに、計画的
けいかくてき

に大学
だいがく

等
とう

の施設
し せ つ

整備
せ い び

を推進
すいしん

すること。 

◎ 障害
しょうがい

学生
がくせい

支援
し え ん

の優
すぐ

れた取組
とりくみ

を公表
こうひょう

するとともに、大学間
だいがくかん

での情報
じょうほう

共有
きょうゆう

や

連携
れんけい

を図
はか

るために、拠点校
きょてんこう

を整備
せ い び

すること。 

◎ 入試
にゅうし

での合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を含
ふく

む「特別
とくべつ

措置
そ ち

」の内容
ないよう

及
およ

びその取組
とりくみ

方針
ほうしん

、入学後
にゅうがくご

の

障害
しょうがい

学生
がくせい

支援
し え ん

、施設
し せ つ

等
とう

のバリアフリー化
か

の状況
じょうきょう

に関
かん

して、障害者
しょうがいしゃ

及
およ

び高等
こうとう

学校
がっこう

等
とう

に対
たい

する公表
こうひょう

を促進
そくしん

すること。 

◎ 大学
だいがく

の認証
にんしょう

評価
ひょうか

において、障害
しょうがい

学生
がくせい

支援
し え ん

の取組
とりくみ

実績
じっせき

が考慮
こうりょ

されるようにす

ること。 
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４、療育
りょういく

【17条
じょう

】 

 

＜障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

での意見
い け ん

＞ 

（１）障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

全般
ぜんぱん

に関
かん

する事項
じ こ う

について 

○ 一般
いっぱん

児童
じ ど う

施策
し さ く

の中
なか

で障害児
しょうがいじ

を位置付
い ち づ

けるべきである。 

○ 支援
し え ん

の必要
ひつよう

な子
こ

どもが、障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

と一般
いっぱん

子
こ

ども施策
し さ く

の谷間
た に ま

に落
お

ちないよ

う配慮
はいりょ

するべきである。 

 

（２）本人
ほんにん

及
およ

び家族
か ぞ く

への支援
し え ん

について 

○ 子
こ

どもとその家族
か ぞ く

が地域間
ちいきかん

格差
か く さ

なく必要
ひつよう

な支援
し え ん

を使
つか

えるようにするべき

である。 

○ 確定
かくてい

診断
しんだん

の前
まえ

から子
こ

どもが必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

けられるようにするべきであ

る。親
おや

が福祉
ふ く し

サービス等
とう

の情報
じょうほう

を入手
にゅうしゅ

したり、子
こ

どもの状態像
じょうたいぞう

を理解
り か い

し子育
こ そ だ

て不安
ふ あ ん

が解消
かいしょう

され、障害
しょうがい

を受容
じゅよう

するための専門家
せんもんか

の支援
し え ん

が必要
ひつよう

である。 

○ 短期
た ん き

入所
にゅうしょ

も含
ふく

めて家族
か ぞ く

支援
し え ん

を充実
じゅうじつ

するべきである。 

 

（３）相談
そうだん

支援
し え ん

等
とう

について 

○ 障害
しょうがい

の早期
そ う き

発見
はっけん

・早期
そ う き

療育
りょういく

支援
し え ん

等
とう

療育
りょういく

全般
ぜんぱん

につき相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

や専門的
せんもんてき

療育
りょういく

の充実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

である。 

○ 子育
こ そ だ

て支援
し え ん

と療育
りょういく

・発達
はったつ

支援
し え ん

を橋渡
はしわた

しする相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

であ

る。 

○ 障害児
しょうがいじ

が地域
ち い き

で育
そだ

つ環境
かんきょう

の整備
せ い び

と各種
かくしゅ

連携
れんけい

（ネットワーク）が重要
じゅうよう

である。 

○ 子
こ

どもの年齢
ねんれい

に応
おう

じ性
せい

別
べつ

に配慮
はいりょ

した支援
し え ん

が必要
ひつよう

である。障害児
しょうがいじ

、特
とく

に女子
じ ょ し

の虐待
ぎゃくたい

をうける危険性
きけんせい

が高
たか

い現状
げんじょう

を踏
ふ

まえることが必要
ひつよう

である。虐待
ぎゃくたい

事案
じ あ ん

の

性別
せいべつ

統計
とうけい

を出
だ

す等
とう

、ジェンダー視点
し て ん

をいかした研究
けんきゅう

調査
ちょうさ

・実態
じったい

把握
は あ く

を進
すす

めて

いただきたい。 

 

（４）障害児
しょうがいじ

及
およ

びその家族
か ぞ く

への支援
し え ん

の内容
ないよう

について 

○ 医療的
いりょうてき

ケアが必要
ひつよう

な障害児
しょうがいじ

とその家族
か ぞ く

が必要
ひつよう

なサービスを利用
り よ う

できるよ

うにするべきである。 

○ 医療的
いりょうてき

ケアが必要
ひつよう

な子
こ

どもも含
ふく

め、特別
とくべつ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

・学校
がっこう

への通学
つうがく

支援
し え ん

を

制度化
せ い ど か

するべきである。 
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○ 医療的
いりょうてき

ケアの必要
ひつよう

な子
こ

どもが課外
か が い

活動
かつどう

に参加
さ ん か

できるよう、課外
か が い

活動
かつどう

に同行
どうこう

する看護師
か ん ご し

の派遣
は け ん

等
とう

が必要
ひつよう

である。 

○ 重
おも

い障害
しょうがい

をもつ子
こ

どもが地域
ち い き

で共
とも

に育
そだ

つことを前提
ぜんてい

に、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

や必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

けられる仕組
し く

みをつくるべきである。障害
しょうがい

のある子
こ

もない子
こ

も、

学童
がくどう

保育
ほ い く

や放課後
ほ う か ご

等
とう

デイサービスを相互
そ う ご

利用
り よ う

できるようにしてはどうか。 

○ 不登校
ふとうこう

やいじめ等
とう

で精神
せいしん

疾患
しっかん

を背景
はいけい

にもつ学齢児
がくれいじ

がたくさんいるので、

精神
せいしん

疾患
しっかん

に関
かん

する教職員
きょうしょくいん

の研修
けんしゅう

が必要
ひつよう

である。 

○ 子
こ

どもが地域
ち い き

で暮
く

らす視点
し て ん

が身
み

につく支援者向
し え ん し ゃ む

けの研修
けんしゅう

が必要
ひつよう

である。 

○ 保育所
ほいくじょ

等
とう

訪問
ほうもん

支援
し え ん

について、保育所
ほいくじょ

、幼稚園
ようちえん

、放課後
ほ う か ご

クラブ等
とう

、受入
う け い

れ側
がわ

の専門性
せんもんせい

も必要
ひつよう

なので、障害
しょうがい

への対応
たいおう

を研
けん

修
しゅう

した担当者
たんとうしゃ

を置
お

くべきである。 

○ 児童
じ ど う

養護
よ う ご

施設
し せ つ

措置
そ ち

児童
じ ど う

等
とう

、社会的
しゃかいてき

養護
よ う ご

を必要
ひつよう

とする子
こ

どもへの支援
し え ん

体制
たいせい

を

早急
さっきゅう

に整備
せ い び

する必要
ひつよう

がある。 

○ 発達
はったつ

障害
しょうがい

のある子
こ

どもたちが虐待
ぎゃくたい

を受
う

ける可能性
かのうせい

が高
たか

いので、その対策
たいさく

を

適切
てきせつ

にとる必要
ひつよう

がある。 

○ いじめ対策
たいさく

における発達
はったつ

障害
しょうがい

への配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

である。 

 

＜新基本
しんきほん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

むべき事項
じ こ う

＞ 

◎ 障害児
しょうがいじ

が障害
しょうがい

のない子
こ

どもと同様
どうよう

に一般
いっぱん

児童
じ ど う

施策
し さ く

を利用
り よ う

できるよう、必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

じること。 

◎ 障害児
しょうがいじ

及
およ

びその家族
か ぞ く

への支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ること。その際
さい

、次
つぎ

の点
てん

に留意
りゅうい

す

ること。 

・ 障害児
しょうがいじ

が地域
ち い き

で育
そだ

つための環境
かんきょう

の整備
せ い び

と関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

。 

・ 地域
ち い き

の身近
み ぢ か

なところで、早
はや

い段階
だんかい

から必要
ひつよう

な相談
そうだん

支援
し え ん

や専門性
せんもんせい

の高
たか

い療育
りょういく

が受
う

けられるようにすること。 

・ 子
こ

どもの年齢
ねんれい

及
およ

び性別
せいべつ

に配慮
はいりょ

すること。 

・ 支援者
しえんしゃ

の養成
ようせい

。 

◎ 障害児
しょうがいじ

に対
たい

する虐待
ぎゃくたい

やいじめについて、必要
ひつよう

な対策
たいさく

を講
こう

じること。 
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５、職業
しょくぎょう

相談
そうだん

等
とう

【18条
じょう

】、雇用
こ よ う

の促進
そくしん

等
とう

【19条
じょう

】 

 

（１）労働
ろうどう

と福祉
ふ く し

の一体的
いったいてき

展開
てんかい

について 

 

＜障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

での意見
い け ん

＞ 

①労働
ろうどう

と福祉
ふ く し

の一体的
いったいてき

展開
てんかい

について 

○ どこで働
はたら

いても必要
ひつよう

な支援
し え ん

を得
え

られるよう、労働
ろうどう

と福祉
ふ く し

を一体的
いったいてき

に展開
てんかい

す

る必要
ひつよう

がある。 

○ 通勤
つうきん

支援
し え ん

に福祉
ふ く し

施策
し さ く

を使
つか

えるようにする等
とう

、制度
せ い ど

の谷間
た に ま

が生
しょう

じないように

する必要
ひつよう

がある。 

○ ソーシャルファーム、コミュニティビジネス、協同
きょうどう

組合
くみあい

、社会的
しゃかいてき

事業所
じぎょうしょ

等
とう

多様
た よ う

な働
はたら

き方
かた

について様々
さまざま

な観点
かんてん

から検討
けんとう

するために、パイロットスタディ

（試行
し こ う

事業
じぎょう

）による検証
けんしょう

が必要
ひつよう

である。 

○ 一般
いっぱん

就労
しゅうろう

、福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

等
とう

、多様
た よ う

な働
はたら

き方
かた

から最
もっと

も適
てき

した働
はたら

き方
かた

が選択
せんたく

でき

るよう、本人
ほんにん

のニーズと支援
し え ん

の必要度
ひつようど

に基
もと

づいたアセスメント・支給
しきゅう

決定
けってい

の

仕組
し く

みの構築
こうちく

が必要
ひつよう

である。 

○ 福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

を一般
いっぱん

労働
ろうどう

市場
しじょう

に位置付
い ち づ

けた場合
ば あ い

に障害
しょうがい

年金
ねんきん

をどうするか、

賃金
ちんぎん

補填
ほ て ん

等
とう

と納付
の う ふ

金
きん

制度
せ い ど

の関係
かんけい

、労働
ろうどう

能力
のうりょく

評価
ひょうか

の公平
こうへい

で客観的
きゃくかんてき

な在
あ

り方
かた

等
とう

の

検討
けんとう

を計画
けいかく

に位置付
い ち づ

けるべきである。 

○ 福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

への労働法
ろうどうほう

適用
てきよう

については福祉的
ふくしてき

労働法
ろうどうほう

のような新
あら

たな法制
ほうせい

でカバーすることも含
ふく

め、今後
こ ん ご

の検討
けんとう

課題
か だ い

とすべきである。また、所得
しょとく

保障
ほしょう

との一体的
いったいてき

な議論
ぎ ろ ん

が必要
ひつよう

である。 

○ 労働
ろうどう

と福祉
ふ く し

の一体的
いったいてき

展開
てんかい

について、労働
ろうどう

と日中
にっちゅう

活動
かつどう

等
とう

の福祉
ふ く し

サービスの

中間
ちゅうかん

の層
そう

をどう位置付
い ち づ

けるか等
とう

は複雑
ふくざつ

な問題
もんだい

である。 

○ 雇用
こ よ う

と福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

の格差
か く さ

の解決
かいけつ

は必要
ひつよう

だが、そのための方法
ほうほう

は賃金
ちんぎん

補填
ほ て ん

や

事業
じぎょう

体系
たいけい

の見直
み な お

しに限
かぎ

らず、様々
さまざま

な観点
かんてん

からの検討
けんとう

が必要
ひつよう

である。 

○ 賃金
ちんぎん

補填
ほ て ん

は労働
ろうどう

の対価
た い か

としての賃金
ちんぎん

の性格
せいかく

をゆがめることにならないか。 

○ 賃金
ちんぎん

補填
ほ て ん

が民間
みんかん

企業
きぎょう

への雇用
こ よ う

を促進
そくしん

するような制度
せ い ど

設計
せっけい

もあり得
え

る。国内
こくない

の自治体
じ ち た い

やヨーロッパ等
とう

の取組
とりくみ

を検討
けんとう

し、データに基
もと

づいて議論
ぎ ろ ん

するべきで

ある。 

○ 福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

と一般
いっぱん

就労
しゅうろう

の格差
か く さ

の解消
かいしょう

には慎重
しんちょう

な検討
けんとう

が必要
ひつよう

で、今回
こんかい

の計画
けいかく

で急
いそ

ぐべきではない。 
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○ 雇用
こ よ う

と福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

の格差
か く さ

をなくすために最低
さいてい

賃金
ちんぎん

を適用
てきよう

した結果
け っ か

、就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ型
がた

で働
はたら

けなくなる人
ひと

を生
う

まないようにする必要
ひつよう

がある。 

 

②データ等
とう

についての意見
い け ん

 

○ データの収集
しゅうしゅう

を今回
こんかい

の新基本
しんきほん

計画
けいかく

に位置付
い ち づ

け、次
つぎ

の基本
き ほ ん

計画
けいかく

の審議
し ん ぎ

はその

データに基
もと

づき行
おこな

うことができるようにするべきである。 

○ 障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

施策
し さ く

全体
ぜんたい

を把握
は あ く

するために、国
くに

や地方
ち ほ う

自治体
じ ち た い

から投入
とうにゅう

されて

いる財源
ざいげん

の全体
ぜんたい

をつかみ、日本
に ほ ん

の就労
しゅうろう

施策
し さ く

全体
ぜんたい

に位置付
い ち づ

ける必要
ひつよう

がある。 

○ 何
なに

をもって福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

から雇用
こ よ う

就労
しゅうろう

への移行
い こ う

というのか、雇用
こ よ う

の定義
て い ぎ

（短時間
たんじかん

労働
ろうどう

に満
み

たない就業
しゅうぎょう

を含
ふく

めるのかどうか、就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

事業
じぎょう

Ａ型
がた

を含
ふく

めるのか

どうか等
とう

）を明確
めいかく

にした上
うえ

で、データを収集
しゅうしゅう

し分析
ぶんせき

する必要
ひつよう

がある。 

 

③福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

について 

○ 就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

Ｂ型
がた

では工賃
こうちん

は低
ひく

いが、そこでも障害者
しょうがいしゃ

が誇
ほこ

りを持
も

って働
はたら

け

る状況
じょうきょう

を作
つく

る必要
ひつよう

がある。 

○ 一般
いっぱん

就労
しゅうろう

が困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の働
はたら

くことについての意向
い こ う

が尊重
そんちょう

されるよう、

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

の促進
そくしん

のみを重点
じゅうてん

施策
し さ く

とせず、多様
た よ う

な就業
しゅうぎょう

の機会
き か い

の一
ひと

つとして、

福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

を充実
じゅうじつ

させることが重要
じゅうよう

である。 

○ 福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

の工賃
こうちん

問題
もんだい

を検討
けんとう

するに当
あ

たり現行
げんこう

制度
せ い ど

の検証
けんしょう

、評価
ひょうか

が必要
ひつよう

で

ある。 

○ 工賃
こうちん

倍増
ばいぞう

計画
けいかく

は成果
せ い か

を上
あ

げていない。これを達成
たっせい

するには新基本
しんきほん

計画
けいかく

を

自治体
じ ち た い

に浸透
しんとう

させ、官公需
かんこうじゅ

における優先
ゆうせん

発注
はっちゅう

を位置付
い ち づ

ける必要
ひつよう

がある。 

○ 福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

の場
ば

の送迎
そうげい

加算
か さ ん

とは別
べつ

に、支援
し え ん

を得
え

ながら自分
じ ぶ ん

で通所
つうしょ

すること

への助成
じょせい

が必要
ひつよう

である。 

○ 障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

の３年後
ね ん ご

見直
み な お

しを着実
ちゃくじつ

に計画的
けいかくてき

に実施
じ っ し

するべきである。 

 

④全般
ぜんぱん

について 

○ 施策
し さ く

を着実
ちゃくじつ

に進
すす

めるには、見
み

込
こ

み的
てき

な形
かたち

で新基本
しんきほん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

むことには

慎重
しんちょう

であるべきである。 

○ 障害者
しょうがいしゃ

を雇用
こ よ う

する経営者
けいえいしゃ

の意見
い け ん

も十分
じゅうぶん

に踏
ふ

まえるべきである。 

 

＜新基本
しんきほん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

むべき事項
じ こ う

＞ 
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◎ 労働
ろうどう

と福祉
ふ く し

の一体的
いったいてき

展開
てんかい

の在
あ

り方
かた

について検証
けんしょう

すること及
およ

びその一環
いっかん

とし

て多様
た よ う

な働
はたら

き方
かた

についての試行
し こ う

事業
じぎょう

を実施
じ っ し

すること。 

◎ 労働
ろうどう

と福祉
ふ く し

の一体的
いったいてき

展開
てんかい

の在
あ

り方
かた

について検証
けんしょう

する間
あいだ

、現行
げんこう

の福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

については以下
い か

の点
てん

に留意
りゅうい

すること。 

・ 一般
いっぱん

就労
しゅうろう

が困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の働
はたら

くことについての意向
い こ う

が尊重
そんちょう

されるよう、

多様
た よ う

な就業
しゅうぎょう

の機会
き か い

の一
ひと

つとして、福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

を充実
じゅうじつ

させること。 

・ 福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

の場
ば

における工賃
こうちん

の現状
げんじょう

を幅広
はばひろ

い観点
かんてん

から検証
けんしょう

し、必要
ひつよう

な改善
かいぜん

を図
はか

ること。 

・ 福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

の場
ば

への通所
つうしょ

の助成
じょせい

について幅広
はばひろ

い観点
かんてん

から検証
けんしょう

し、必要
ひつよう

な

改善
かいぜん

を図
はか

ること。 

 

（２）障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

について 

 

＜障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

での意見
い け ん

＞ 

①障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

の促進
そくしん

全般
ぜんぱん

について 

○ 障害者
しょうがいしゃ

の就業率
しゅうぎょうりつ

をどこまで上
あ

げるのかという視点
し て ん

で根拠
こんきょ

のある数値
す う ち

目標
もくひょう

が必要
ひつよう

である。 

○ 障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

が過去
か こ

最高
さいこう

を更新
こうしん

し続
つづ

けていることを評価
ひょうか

する。 

○ 今後
こ ん ご

も一般
いっぱん

就労
しゅうろう

を支援
し え ん

する施策
し さ く

を柱
はしら

として進
すす

めるべきである。雇用前
こようまえ

の

支援
し え ん

制度
せ い ど

の更
さら

なる充実
じゅうじつ

、雇用後
こ よ う ご

、職場
しょくば

定着
ていちゃく

までの支援
し え ん

制度
せ い ど

の充実
じゅうじつ

、職場
しょくば

定着後
ていちゃくご

の継続的
けいぞくてき

支援
し え ん

が重要
じゅうよう

な課題
か だ い

である。 

○ 雇用
こ よ う

促進
そくしん

のための基盤
き ば ん

整備
せ い び

、手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

等
とう

支援者
しえんしゃ

の養成
ようせい

・確保
か く ほ

・定着
ていちゃく

、補助
ほ じ ょ

犬
けん

育成
いくせい

事業
じぎょう

の検討
けんとう

等
とう

が必要
ひつよう

である。 

○ 難病
なんびょう

患者
かんじゃ

・長期
ちょうき

慢性
まんせい

疾患
しっかん

患者
かんじゃ

にも障害者
しょうがいしゃ

雇用率
こようりつ

の適用
てきよう

を拡大
かくだい

するべきであ

る。 

 

②現行
げんこう

制度
せ い ど

について 

○ この 10年
ねん

の就労
しゅうろう

支援
し え ん

施策
し さ く

の成果
せ い か

を踏
ふ

まえ、改善
かいぜん

を検討
けんとう

するべきである。 

○ 法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

、納付
の う ふ

金
きん

制度
せ い ど

、ダブルカウント、特例
とくれい

子会社
こがいしゃ

は障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

推進
すいしん

の根幹
こんかん

となる制度
せ い ど

である。 

○ 法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

を引
ひ

き上
あ

げるべきである。また、公的
こうてき

部門
ぶ も ん

との取引
とりひき

は雇用率
こようりつ

達成
たっせい

企業
きぎょう

に限定
げんてい

することを検討
けんとう

するべきである。 
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○ 雇用率
こようりつ

は全体
ぜんたい

として向上
こうじょう

しているが、軽度
け い ど

の障害者
しょうがいしゃ

が多
おお

いのではないか。

雇用率
こようりつ

の対象外
たいしょうがい

となっている障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

を増
ふ

やすことを検討
けんとう

するべきで

ある。 

○ ダブルカウント制度
せ い ど

や特例
とくれい

子会社
こがいしゃ

制度
せ い ど

は重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

を進
すす

めるため

には当面
とうめん

必要
ひつよう

だが、インクルージョンを重視
じゅうし

した雇用
こ よ う

施策
し さ く

も重要
じゅうよう

である。 

 

③一般
いっぱん

就労
しゅうろう

のために本人
ほんにん

が求
もと

める支援
し え ん

について 

○ 自力
じ り き

通勤
つうきん

ができない障害者
しょうがいしゃ

や職場
しょくば

での支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする障害者
しょうがいしゃ

への支援
し え ん

が必要
ひつよう

である。 

○ 採用
さいよう

時
じ

の健康
けんこう

診断
しんだん

は難病
なんびょう

患者
かんじゃ

の雇用
こ よ う

を困難
こんなん

にする。難病
なんびょう

により退職
たいしょく

すると

再就職
さいしゅうしょく

が困難
こんなん

となる。通院
つういん

等
とう

への配慮
はいりょ

、復職
ふくしょく

時
じ

の能力
のうりょく

評価
ひょうか

等
とう

を検討
けんとう

する必要
ひつよう

がある。 

○ 就労
しゅうろう

支援
し え ん

に当
あ

たっては、本人
ほんにん

はもちろん家族
か ぞ く

や関係者
かんけいしゃ

も支援
し え ん

する機能
き の う

が

重要
じゅうよう

である。 

○ 就労
しゅうろう

支援
し え ん

については、基礎
き そ

自治体
じ ち た い

において就労
しゅうろう

支援
し え ん

センター等
とう

とハローワ

ークの連携
れんけい

がこれまでなされてきており、計画
けいかく

に明記
め い き

する必要
ひつよう

がある。 

 

④企業
きぎょう

への支援
し え ん

について 

○ 企業内
きぎょうない

の理解者
りかいしゃ

を育成
いくせい

する積極的
せっきょくてき

なアプローチ等
とう

、企業
きぎょう

への支援
し え ん

が必要
ひつよう

で

ある。 

○ 精神
せいしん

障害
しょうがい

の場合
ば あ い

は本人
ほんにん

への支援
し え ん

同様
どうよう

、企業
きぎょう

への支援
し え ん

も重要
じゅうよう

である。就業
しゅうぎょう

・

生活
せいかつ

支援
し え ん

センターの拡充
かくじゅう

等
とう

、企業
きぎょう

の相談
そうだん

を受
う

ける場
ば

の整備
せ い び

が必要
ひつよう

。 

○ 事業
じぎょう

主
ぬし

への支援
し え ん

という観点
かんてん

から助成
じょせい

金
きん

制度
せ い ど

等
とう

に関
かん

する議論
ぎ ろ ん

が必要
ひつよう

である。 

 

⑤就労
しゅうろう

支援
し え ん

機関
き か ん

について 

○ 就業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センターとハローワークの役割
やくわり

の検討
けんとう

と地域間
ちいきかん

格差
か く さ

の是正
ぜ せ い

も必要
ひつよう

である。 

○ 就業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センターを全障害
ぜんしょうがい

福祉圏域
ふくしけんいき

に設置
せ っ ち

するべきである。今後
こ ん ご

は

難病
なんびょう

等
とう

への支援
し え ん

も必要
ひつよう

になるため、職員
しょくいん

やジョブコーチの増員
ぞういん

について計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

むべきである。 

○ 一般
いっぱん

就労
しゅうろう

をする障害者
しょうがいしゃ

が増
ふ

えたために地域
ち い き

における就労
しゅうろう

支援
し え ん

は疲弊
ひ へ い

して

おり、体制
たいせい

の強化
きょうか

が必要
ひつよう

である。今後
こ ん ご

は就業
しゅうぎょう

が困難
こんなん

な方
かた

という枠組
わくぐみ

で検討
けんとう

す
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る必要
ひつよう

がある。 

○ 就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

、特
とく

に定着
ていちゃく

支援
し え ん

を制度化
せ い ど か

する必要
ひつよう

がある。 

○ 企業
きぎょう

での雇用
こ よ う

を成功
せいこう

させるには就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

でのアセスメントと訓練
くんれん

、

就業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センターやジョブコーチによる本人
ほんにん

と企業
きぎょう

への支援
し え ん

が重要
じゅうよう

で

あり、省庁
しょうちょう

等
とう

を超
こ

えた連携
れんけい

が必要
ひつよう

である。 

 

⑥難病
なんびょう

に関
かん

する就労
しゅうろう

施策
し さ く

について 

○ ようやく障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

の対象
たいしょう

とされた難病
なんびょう

患者
かんじゃ

の就労
しゅうろう

支援
し え ん

の今後
こ ん ご

の方向性
ほうこうせい

を示
しめ

すべきである。 

○ 難病
なんびょう

は現行
げんこう

制度
せ い ど

のままでは、障害
しょうがい

の固定
こ て い

や永続
えいぞく

を基本
き ほ ん

とする身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の認定
にんてい

基準
きじゅん

には該当
がいとう

しづらく、症状
しょうじょう

が安定
あんてい

しなければ手帳
てちょう

や所得
しょとく

保障
ほしょう

、

手当
て あ て

等
とう

の受給率
じゅきゅうりつ

も低
ひく

く、支援
し え ん

が受
う

けられない。医療
いりょう

とのかかわり、症状
しょうじょう

の変化
へ ん か

や状態
じょうたい

の個別性
こべつせい

等
とう

難病
なんびょう

の特性
とくせい

に着目
ちゃくもく

して、就労
しゅうろう

支援
し え ん

各事業
かくじぎょう

の対象
たいしょう

とするよう

総合的
そうごうてき

に検討
けんとう

することが必要
ひつよう

である。難病
なんびょう

患者
かんじゃ

雇用
こ よ う

開発
かいはつ

助成金
じょせいきん

制度
せ い ど

がより広
ひろ

く活用
かつよう

されるようにすることが必要
ひつよう

である。 

○ 難病
なんびょう

患者
かんじゃ

が継続
けいぞく

して働
はたら

くには、服薬
ふくやく

や通院
つういん

の保障
ほしょう

や、勤務
き ん む

日数
にっすう

・勤務
き ん む

時間
じ か ん

の短縮
たんしゅく

、休暇
きゅうか

・休憩
きゅうけい

等
とう

の配慮
はいりょ

、職場
しょくば

での病気
びょうき

の理解
り か い

促進
そくしん

、冬期
と う き

の積雪
せきせつ

対策
たいさく

等
とう

の環境作
かんきょうづく

りが必要
ひつよう

である。また小児期
しょうにき

に長期
ちょうき

入院
にゅういん

や入退院
にゅうたいいん

を繰
く

り返
かえ

した難病
なんびょう

患者
かんじゃ

に対
たい

する就労
しゅうろう

支援
し え ん

の在
あ

り方
かた

については、医療
いりょう

とのかかわりや職業
しょくぎょう

訓練
くんれん

・

能力
のうりょく

開発
かいはつ

への工夫
く ふ う

・配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

である。 

 

⑦紛争
ふんそう

解決
かいけつ

について 

○ 就職後
しゅうしょくご

の人権
じんけん

擁護
よ う ご

について、未然
み ぜ ん

防止
ぼ う し

と起
お

きたときの調停
ちょうてい

等
とう

の仕組
し く

みの

双方
そうほう

が必要
ひつよう

である。 

○ 雇用
こ よ う

の場
ば

における人権
じんけん

侵害
しんがい

の相談
そうだん

・解決
かいけつ

に向
む

けた制度
せ い ど

が必要
ひつよう

である。 

 

⑧その他
た

の意見
い け ん

 

○ 公的
こうてき

部門
ぶ も ん

での障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

を促進
そくしん

する必要
ひつよう

がある。 

○ 障害者
しょうがいしゃ

を就労
しゅうろう

に結
むす

びつけていく上
うえ

でトライアル雇用
こ よ う

は有効
ゆうこう

だが、予算
よ さ ん

が

不足
ふ そ く

しており財源
ざいげん

の拡充
かくじゅう

が必要
ひつよう

である。また、新基本
しんきほん

計画
けいかく

の中
なか

にも位置付
い ち づ

け

るべきである。 

○ 障害者
しょうがいしゃ

の主訴
し ゅ そ

が個別化
こ べ つ か

し、支援者
しえんしゃ

の専門性
せんもんせい

が問
と

われている。支援者
しえんしゃ

養成
ようせい

の
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計画
けいかく

が必要
ひつよう

である。 

 

⑨データ等
とう

についての意見
い け ん

 

○ 行政
ぎょうせい

評価
ひょうか

の手法
しゅほう

の進展
しんてん

を踏
ふ

まえ必要
ひつよう

なデータと評価
ひょうか

・活用
かつよう

の仕方
し か た

を検討
けんとう

す

る必要
ひつよう

がある。 

○ 新基本
しんきほん

計画
けいかく

が障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

にどのような効果
こ う か

を与
あた

えるのか、アウトカムの

視点
し て ん

が必要
ひつよう

である。 

○ 雇用
こ よ う

されている障害者
しょうがいしゃ

の人数
にんずう

だけではなく、定着
ていちゃく

支援
し え ん

と雇用
こ よ う

継続
けいぞく

等
とう

に関
かん

す

る指標
しひょう

が必要
ひつよう

である。 

○ 新
あら

たな政策
せいさく

はデータに基
もと

づいて立案
りつあん

されるべきである。 

○ 具体的
ぐたいてき

には以下
い か

のようなデータが必要
ひつよう

である。 

・ 障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

形態
けいたい

（正規
せ い き

と非正規
ひ せ い き

）や障害
しょうがい

別
べつ

の雇用率
こようりつ

についてのデータ 

・ 就労
しゅうろう

への移行
い こ う

がスムーズに行
おこな

われているか（求職
きゅうしょく

登録
とうろく

の期間
き か ん

等
とう

）について

のデータ 

・ 離職者
りしょくしゃ

の状況
じょうきょう

、最低
さいてい

賃金
ちんぎん

減額
げんがく

特例
とくれい

のデータ（都道府県
と ど う ふ け ん

格差
か く さ

の実態
じったい

等
とう

） 

・ 雇用
こ よ う

に関
かん

する男女
だんじょ

別
べつ

や一般
いっぱん

市民
し み ん

との比較
ひ か く

をしたデータ 

・ 女性
じょせい

障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

状況
じょうきょう

についての事例
じ れ い

調査
ちょうさ

を含
ふく

むデータ等
とう

 

 

＜新基本
しんきほん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

むべき事項
じ こ う

＞ 

◎ 法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

制度
せ い ど

は継続
けいぞく

しつつ、その対象
たいしょう

の拡大
かくだい

について障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

２

条
じょう

の定義
て い ぎ

を踏
ふ

まえ検討
けんとう

すること。 

◎ ダブルカウント制度
せ い ど

、特例
とくれい

子会社
こがいしゃ

制度
せ い ど

については当面
とうめん

継続
けいぞく

しつつ、その在
あ

り

方
かた

について幅広
はばひろ

い観点
かんてん

から検討
けんとう

すること。 

◎ 通勤
つうきん

支援
し え ん

と職場
しょくば

での生活
せいかつ

支援
し え ん

について、当事者
とうじしゃ

にとって差
さ

し迫
せま

った課題
か だ い

で

あることを踏
ふ

まえ、福祉
ふ く し

サービスとの連携
れんけい

も含
ふく

めて早急
さっきゅう

に検討
けんとう

すること。 

◎ 障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

を促進
そくしん

する観点
かんてん

から当事者
とうじしゃ

及
およ

び企業
きぎょう

支援
し え ん

の拡充
かくじゅう

、就労
しゅうろう

支援
し え ん

機関
き か ん

の在
あ

り方
かた

及
およ

び支援者
しえんしゃ

養成
ようせい

、予算
よ さ ん

の確保
か く ほ

等
とう

必要
ひつよう

な施策
し さ く

について検討
けんとう

すること。 

◎ 障害者
しょうがいしゃ

が働
はたら

く上
うえ

で必要
ひつよう

とする合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

を義務
ぎ む

づけることを検討
けんとう

す

ること。 

◎ 新基本
しんきほん

計画
けいかく

の監視
か ん し

に当
あ

たり、以下
い か

のデータを把握
は あ く

すること。 

・ 障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

形態
けいたい

（正規
せ い き

と非正規
ひ せ い き

）や障害
しょうがい

別
べつ

の雇用率
こようりつ

についてのデータ 
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・ 就労
しゅうろう

への移行
い こ う

がスムーズに行
おこな

われているか（求職
きゅうしょく

登録
とうろく

の期間
き か ん

等
とう

）について

のデータ 

・ 離職者
りしょくしゃ

の状況
じょうきょう

、最低
さいてい

賃金
ちんぎん

減額
げんがく

特例
とくれい

のデータ（都道府県
と ど う ふ け ん

格差
か く さ

の実態
じったい

等
とう

） 

・ 雇用
こ よ う

に関
かん

する男女
だんじょ

別
べつ

や一般
いっぱん

市民
し み ん

との比較
ひ か く

をしたデータ 

・ 女性
じょせい

障害者
しょうがいしゃ

の就労
しゅうろう

状況
じょうきょう

についての事例
じ れ い

調査
ちょうさ

を含
ふく

むデータ等
とう

 

 

（３）就労
しゅうろう

施策
し さ く

に関
かん

するその他
た

の事項
じ こ う

について(自営業
じえいぎょう

・起業
きぎょう

への支援
し え ん

等
とう

) 

 

＜障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

での意見
い け ん

＞ 

①自営業
じえいぎょう

・起業
きぎょう

への支援
し え ん

について 

○ 自営業
じえいぎょう

の場合
ば あ い

に職場
しょくば

介助者
かいじょしゃ

や移動
い ど う

支援
し え ん

が得
え

られないという問題点
もんだいてん

を改善
かいぜん

するべきである。 

○ 自営業
じえいぎょう

、起業
きぎょう

のための職業的
しょくぎょうてき

な自立
じ り つ

に向
む

けた訓練
くんれん

や経済的
けいざいてき

支援
し え ん

を講
こう

じるべ

きである。 

○ 基礎
き そ

自治体
じ ち た い

が情報
じょうほう

通信
つうしん

技術
ぎじゅつ

等
とう

の研修
けんしゅう

を在宅
ざいたく

就業
しゅうぎょう

促進
そくしん

のために提供
ていきょう

するこ

とを奨励
しょうれい

する枠組
わくぐみ

が必要
ひつよう

である。また、起業
きぎょう

への支援
し え ん

についての基礎
き そ

自治体
じ ち た い

とハローワークの連携
れんけい

を新基本
しんきほん

計画
けいかく

に明記
め い き

する必要
ひつよう

がある。 

 

②国
くに

等
とう

による障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
とう

からの物品
ぶっぴん

の調達
ちょうたつ

の推進
すいしん

等
とう

に関
かん

する法律
ほうりつ

（平成
へいせい

24年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

50号
ごう

、以下
い か

「障害
しょうがい

者優先
しゃゆうせん

調達
ちょうたつ

推進法
すいしんほう

」という。）等
とう

について 

○ 障害
しょうがい

者
しゃ

優
ゆう

先
せん

調達
ちょうたつ

推進法
すいしんほう

を実効性
じっこうせい

があるものにするよう新基本
しんきほん

計画
けいかく

に書
か

き

込
こ

むべきである。また、この法
ほう

が在宅
ざいたく

就業
しゅうぎょう

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

にも適用
てきよう

されることを

周知
しゅうち

するべきである。 

○ 障害
しょうがい

者
しゃ

優先
ゆうせん

調達
ちょうたつ

推進法
すいしんほう

に民間
みんかん

企業
きぎょう

を加
くわ

え、発注
はっちゅう

企業
きぎょう

への支援
し え ん

策
さく

を検討
けんとう

する

べきである。 

○ 工賃
こうちん

、賃金
ちんぎん

の向上
こうじょう

に向
む

けた取組
とりくみ

の必要性
ひつようせい

を新基本
しんきほん

計画
けいかく

に入
い

れ込
こ

むべきであ

る。また、優先
ゆうせん

調達
ちょうたつ

推進法
すいしんほう

の有効
ゆうこう

な運用
うんよう

のカギになる共同
きょうどう

受注
じゅちゅう

窓口
まどぐち

を同法
どうほう

に

よる受注
じゅちゅう

主体
しゅたい

と認
みと

めその整備
せ い び

を急
いそ

ぐ必要
ひつよう

がある。 

 

③データ等
とう

についての意見
い け ん

 

○ 自営業
じえいぎょう

や起業
きぎょう

を支援
し え ん

する施策
し さ く

をつくるために、実態
じったい

調査
ちょうさ

が必要
ひつよう

である。 

○ 自営業
じえいぎょう

に従事
じゅうじ

する障害者
しょうがいしゃ

の実態
じったい

と必要
ひつよう

な支援
し え ん

についての実態
じったい

調査
ちょうさ

が必要
ひつよう
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である。 

 

＜新基本
しんきほん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

むべき事項
じ こ う

＞ 

◎ 自営業
じえいぎょう

に従事
じゅうじ

する障害者
しょうがいしゃ

への職場
しょくば

介助
かいじょ

や移動
い ど う

支援
し え ん

の制度化
せ い ど か

、自営業
じえいぎょう

や起業
きぎょう

のための訓練
くんれん

及
およ

び経済的
けいざいてき

支援
し え ん

等
とう

について検討
けんとう

に着手
ちゃくしゅ

すること。 

◎ 障害
しょうがい

者
しゃ

優先
ゆうせん

調達
ちょうたつ

推進法
すいしんほう

の施行
し こ う

に当
あ

たり制度
せ い ど

の周知
しゅうち

と実効性
じっこうせい

の確保
か く ほ

に留意
りゅうい

す

ること。 

◎ 新基本
しんきほん

計画
けいかく

の監視
か ん し

に当
あ

たり、自営業
じえいぎょう

に従事
じゅうじ

する障害者
しょうがいしゃ

の実態
じったい

及
およ

び必要
ひつよう

とす

る支援
し え ん

内容
ないよう

についてのデータを把握
は あ く

すること。 
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６、住宅
じゅうたく

の確保
か く ほ

【20条
じょう

】 

 

＜障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

での意見
い け ん

＞ 

（１）公営
こうえい

住宅
じゅうたく

の確保
か く ほ

について 

○ 公営
こうえい

住宅
じゅうたく

の基本的
きほんてき

な数値
す う ち

目標
もくひょう

を立
た

てて、まず公営
こうえい

住宅
じゅうたく

を確保
か く ほ

し、その上
うえ

で

民間
みんかん

住宅
じゅうたく

との一体的
いったいてき

な連携
れんけい

をとれる施策
し さ く

を展開
てんかい

すべきである。 

 

（２）民間
みんかん

住宅
じゅうたく

への入居
にゅうきょ

の促進
そくしん

について 

○ 障害
しょうがい

のある入居者
にゅうきょしゃ

の助成
じょせい

とバリアフリー化
か

のための助成
じょせい

が統一的
とういつてき

に実施
じ っ し

できる施策
し さ く

が必要
ひつよう

である。 

○ 単身
たんしん

障害者
しょうがいしゃ

が民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

に入居
にゅうきょ

する場合
ば あ い

の保証人
ほしょうにん

確保
か く ほ

に向
む

けた支援
し え ん

を

実効性
じっこうせい

あるものとして行
おこな

うべきである。 

○ 民間
みんかん

住宅
じゅうたく

における入居
にゅうきょ

の拒否
き ょ ひ

について、人権
じんけん

侵害
しんがい

に当
あ

たる事案
じ あ ん

に対
たい

する

行政
ぎょうせい

指導
し ど う

等
とう

について検討
けんとう

することが必要
ひつよう

である。 

○ 公営
こうえい

住宅
じゅうたく

に重点
じゅうてん

を置
お

くよりも民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

を実効的
じっこうてき

に利用
り よ う

できる施策
し さ く

が

必要
ひつよう

である。特
とく

に個別
こ べ つ

の住宅
じゅうたく

改造
かいぞう

を本人
ほんにん

に過大
か だ い

な負担
ふ た ん

なくできるようにする

こと等
とう

を含
ふく

めて総合的
そうごうてき

に民間
みんかん

住宅
じゅうたく

のレベルを上
あ

げることが必要
ひつよう

である。 

 

（３）グループホームの利用
り よ う

の拡大
かくだい

について 

○ 一戸建
い っ こ だ

て住宅
じゅうたく

をグループホームに転用
てんよう

する際
さい

に、寄宿舎
きしゅくしゃ

への用途
よ う と

変更
へんこう

によ

って負担
ふ た ん

の重
おも

い基準
きじゅん

適合
てきごう

が求
もと

められる問題
もんだい

が起
お

きないよう、新基本
しんきほん

計画
けいかく

をつ

くるときには統一的
とういつてき

な方向性
ほうこうせい

を出
だ

していくことが必要
ひつよう

である。 

○ 障害
しょうがい

種別
しゅべつ

等
とう

にかかわらず、グループホームの利用
り よ う

を希望
き ぼ う

する障害者
しょうがいしゃ

の範囲
は ん い

を拡大
かくだい

し、利用
り よ う

を促進
そくしん

していくことが必要
ひつよう

である。 

○ 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

で 65歳
さい

を過
す

ぎた人
ひと

の申請
しんせい

にあたっては、グループホームの

支給
しきゅう

決定
けってい

ができるようにすることが必要
ひつよう

である。 

 

＜新基本
しんきほん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

むべき事項
じ こ う

＞ 

◎ 公営
こうえい

住宅
じゅうたく

について、数値
す う ち

目標
もくひょう

を設定
せってい

することによりバリアフリー化
か

された

住宅
じゅうたく

の整備
せ い び

を推進
すいしん

すること。 

◎ 民間
みんかん

賃貸
ちんたい

住宅
じゅうたく

について、障害者
しょうがいしゃ

の円滑
えんかつ

な入居
にゅうきょ

のための施策
し さ く

を講
こう

じること。

特
とく

に、個別
こ べ つ

の住宅
じゅうたく

改造
かいぞう

及
およ

び原状
げんじょう

復帰
ふ っ き

が入居者
にゅうきょしゃ

に対
たい

して過大
か だ い

な負担
ふ た ん

を生
しょう

じない
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よう、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

による助成
じょせい

制度
せ い ど

を支援
し え ん

すること。 

◎ 障害者
しょうがいしゃ

の利便性
りべんせい

に配慮
はいりょ

しつつ、グループホーム及
およ

びケアホームの設置
せ っ ち

及
およ

び

利用
り よ う

の拡大
かくだい

を図
はか

ること。 
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７、公共的
こうきょうてき

施設
し せ つ

のバリアフリー化
か

【21条
じょう

】 

 

＜障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

での意見
い け ん

＞ 

（１）公共的
こうきょうてき

施設
し せ つ

及
およ

び公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

等
とう

のバリアフリー化
か

の推進
すいしん

について 

①公共的
こうきょうてき

施設
し せ つ

のバリアフリー化
か

 

○ 学校
がっこう

施設
し せ つ

は災害
さいがい

時
じ

には避難所
ひなんじょ

となる地域
ち い き

の拠点
きょてん

ともいえるものであり、

学校
がっこう

施設
し せ つ

のバリアフリー化
か

はきわめて重要
じゅうよう

である。 

○ 公共的
こうきょうてき

施設
し せ つ

や事業所
じぎょうしょ

施設
し せ つ

も新設
しんせつ

又
また

は改修
かいしゅう

のときは、エレベーターの設置
せ っ ち

や

磁気
じ き

ループ等
とう

の補聴
ほちょう

援助
えんじょ

に関
かん

する新設
しんせつ

の基準
きじゅん

の見直
み な お

しや改修
かいしゅう

時
じ

の設計
せっけい

方法
ほうほう

等
とう

について周知
しゅうち

が必要
ひつよう

である。 

○ 小規模
しょうきぼ

な建築物
けんちくぶつ

のバリアフリー化
か

については、バリアフリー法
ほう

に基
もと

づく

地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の委任
い に ん

条例
じょうれい

により新
あら

たに対象
たいしょう

の追加
つ い か

ができることから、各地方
かくちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

が条例
じょうれい

を策定
さくてい

できる方策
ほうさく

が重要
じゅうよう

である。 

 

②公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

等
とう

のバリアフリー化
か

 

○ 駅
えき

ホームからの転落
てんらく

を防止
ぼ う し

するため、設置
せ っ ち

の義務化
ぎ む か

等
とう

による転落
てんらく

防止
ぼ う し

柵
さく

（ホームドアまたは移動
い ど う

柵
さく

）の普及
ふきゅう

と転落
てんらく

防止
ぼ う し

柵
さく

の設置
せ っ ち

が困難
こんなん

な場合
ば あ い

の人員
じんいん

配置
は い ち

等
とう

、ハード、ソフト両面
りょうめん

からの取組
とりくみ

が必要
ひつよう

である。 

○ 航空機
こうくうき

のバリアフリー化
か

については、事前
じ ぜ ん

に搭乗
とうじょう

の連絡
れんらく

がなかったという

理由
り ゆ う

で利用
り よ う

を拒否
き ょ ひ

する事例
じ れ い

もあったため、その実情
じつじょう

等
とう

の検証
けんしょう

が必要
ひつよう

である。 

 

③音声
おんせい

誘導
ゆうどう

等
とう

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

 

○ 公共的
こうきょうてき

施設
し せ つ

においては、正確
せいかく

な音声
おんせい

情報
じょうほう

の文字化
も じ か

が基本
き ほ ん

であるが、火災
か さ い

で

建物
たてもの

から逃
に

げるとき等
とう

の緊急度
きんきゅうど

が高
たか

いものは、必要
ひつよう

最小限
さいしょうげん

の情報
じょうほう

でよい場合
ば あ い

もある。用途
よ う と

に応
おう

じた機器
き き

の活用
かつよう

ができる基準
きじゅん

等
とう

の見直
み な お

しが必要
ひつよう

である。 

○ 緊急
きんきゅう

の場合
ば あ い

には、音声
おんせい

認識
にんしき

技術
ぎじゅつ

を使
つか

ってタイムラグをなくすことも重要
じゅうよう

な

ので、今後
こ ん ご

の実施
じ っ し

に向
む

けて検討
けんとう

が必要
ひつよう

である。 

○ 目的地
もくてきち

に到達
とうたつ

するためには、ここにバリアがあるという情報
じょうほう

の提供
ていきょう

が必要
ひつよう

である。音声
おんせい

誘導
ゆうどう

を含
ふく

むガイドラインをつくり、そのことを伝
つた

える技術
ぎじゅつ

の

開発
かいはつ

が必要
ひつよう

である。 

○ 高層
こうそう

ビル街
がい

等
とう

都市
と し

市街地
し が い ち

は GPS（全地球測位
ぜんちきゅうそくい

システム）の測位
そ く い

誤差
ご さ

が大
おお

き

い。また駅
えき

構内
こうない

等
とう

屋内
おくない

ではそもそも測位
そ く い

ができない。こうした場所
ば し ょ

で可視
か し
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光通信
こうつうしん

等
とう

を利用
り よ う

した位置
い ち

情報
じょうほう

インフラ整備
せ い び

を検討
けんとう

すべきである。 

 

（２）バリアフリー全般
ぜんぱん

について 

○ 公共的
こうきょうてき

な建築物
けんちくぶつ

、都市
と し

施設
し せ つ

、公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

について、防災
ぼうさい

との関係
かんけい

で整合性
せいごうせい

がとれるような連携
れんけい

と調整
ちょうせい

が必要
ひつよう

である。 

○ 新基本
しんきほん

計画
けいかく

を具体化
ぐ た い か

していくときに、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

が他
ほか

の計画
けいかく

や条例
じょうれい

等
とう

の

横
よこ

のつなぎ方
かた

をするような計画
けいかく

を策定
さくてい

するよう促
うなが

すことが必要
ひつよう

である。 

○ バリアフリー法上
ほうじょう

、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の条例
じょうれい

において面積
めんせき

要件
ようけん

の引
ひ

き下
さ

げ等
とう

の

建築物
けんちくぶつ

の対象
たいしょう

の追加
つ い か

も可能
か の う

である。特
とく

に災害
さいがい

時
じ

には、仮設
か せ つ

住宅
じゅうたく

のバリアフリ

ー基準
きじゅん

を設
もう

けるなど、障害者
しょうがいしゃ

の生活
せいかつ

をトータルに担保
た ん ぽ

する方向
ほうこう

の検討
けんとう

が必要
ひつよう

である。 

○ 自治体
じ ち た い

の取組
とりくみ

では地域
ち い き

公共
こうきょう

交通
こうつう

活性化
かっせいか

協
きょう

議会
ぎ か い

等
とう

もあり、こうした協
きょう

議会
ぎ か い

で

もバリアフリーの観点
かんてん

を積極的
せっきょくてき

に導入
どうにゅう

することや、新基本
しんきほん

計画
けいかく

の提案
ていあん

のとき

に他
ほか

の計画
けいかく

との関連性
かんれんせい

についても提案
ていあん

することが重要
じゅうよう

である。 

○ バリアフリー法
ほう

に基
もと

づく生活
せいかつ

関連
かんれん

経路
け い ろ

に決
き

めた沿道
えんどう

の建物
たてもの

や商業
しょうぎょう

地域
ち い き

の

建物
たてもの

はバリアフリー基本
き ほ ん

構想
こうそう

の中
なか

で位置付
い ち づ

けていくべきである。 

○ 歩行
ほ こ う

支援
し え ん

、移動
い ど う

支援
し え ん

のための各種
かくしゅ

センサー等
とう

のインフラ整備
せ い び

、データベー

ス整備
せ い び

等
とう

について、国
くに

が行
おこな

うべき責務
せ き む

や民間
みんかん

事
じ

業者
ぎょうしゃ

との連携
れんけい

について検討
けんとう

す

ること。 

○ 中心
ちゅうしん

市街地
し が い ち

活性化法
かっせいかほう

で定
さだ

められた区域
く い き

の中
なか

は、バリアフリー基本
き ほ ん

構想
こうそう

と

調和
ちょうわ

が保
たも

たれるようにするなど、他
た

の法律
ほうりつ

との連動
れんどう

を明確
めいかく

にする必要
ひつよう

がある。

本来
ほんらい

、ユニバーサル化
か

は既存
き そ ん

の関連
かんれん

する法律
ほうりつ

制度
せ い ど

の中
なか

で実現
じつげん

できるようにす

べきである。 

○ 事業者
じぎょうしゃ

の取
とり

組
くみ

を促
うなが

すよう、公共的
こうきょうてき

施設
し せ つ

の範囲
は ん い

や事業者
じぎょうしゃ

の責任
せきにん

を明確
めいかく

に示
しめ

す

べきである。 

○ 障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

20条
じょう

、第
だい

21条
じょう

は、障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

の主
おも

な立脚点
りっきゃくてん

の一
ひと

つであ

る「社会
しゃかい

モデル」で重要
じゅうよう

となる、環境
かんきょう

の整備
せ い び

に対応
たいおう

する。ユニバーサルデザ

イン（基本
き ほ ん

・共通
きょうつう

部分
ぶ ぶ ん

）及
およ

び支援
し え ん

機器
き き

並
なら

びに合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を組
く

み合
あ

わせて、

網羅的
もうらてき

に対応
たいおう

すべきである。 

 

＜新基本
しんきほん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

むべき事項
じ こ う

＞ 

◎ 学校
がっこう

を含
ふく

む公共
こうきょう

建築物
けんちくぶつ

及
およ

び公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

のバリアフリー化
か

を、物理的
ぶつりてき

な
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環境
かんきょう

整備
せ い び

や情報
じょうほう

提供
ていきょう

の普及
ふきゅう

のみならず、人的
じんてき

支援
し え ん

の観点
かんてん

からも進
すす

めること。 

◎ 地域
ち い き

の実情
じつじょう

に即
そく

した条例
じょうれい

の制定
せいてい

等
とう

、地方
ち ほ う

自治体
じ ち た い

におけるバリアフリー化
か

の

ための取組
とりくみ

を支援
し え ん

すること。 

◎ 駅
えき

ホームからの転落
てんらく

を防止
ぼ う し

するため、転落
てんらく

防止
ぼ う し

柵
さく

設置
せ っ ち

の普及
ふきゅう

、転落
てんらく

防止
ぼ う し

柵
さく

の

設置
せ っ ち

が困難
こんなん

な場合
ば あ い

の人的
じんてき

配置
は い ち

等
とう

、ハード、ソフト両面
りょうめん

からの取組
とりくみ

について検討
けんとう

を行
おこな

うこと。 

◎ 公共
こうきょう

建築物
けんちくぶつ

及
およ

び公共
こうきょう

交通
こうつう

機関
き か ん

においては、重要度
じゅうようど

の高
たか

い案内
あんない

情報
じょうほう

は、音声
おんせい

、

文字
も じ

、分
わ

かりやすいマークで表示
ひょうじ

する基準
きじゅん

について検討
けんとう

を行
おこな

うこと。 

◎ 緊急
きんきゅう

時
じ

における音声
おんせい

認識
にんしき

技術
ぎじゅつ

の活用
かつよう

等
とう

、障害
しょうがい

特性
とくせい

を踏
ふ

まえた適切
てきせつ

な手段
しゅだん

に

よる情報
じょうほう

提供
ていきょう

の実施
じ っ し

に向
む

けて検討
けんとう

を行
おこな

うこと。 

◎ 事業者
じぎょうしゃ

の取組
とりくみ

を促
うなが

すよう、公共的
こうきょうてき

施設
し せ つ

の範囲
は ん い

や事業者
じぎょうしゃ

の責任
せきにん

を明確
めいかく

に示
しめ

す

こと。 

◎ ユニバーサルデザイン（基本
き ほ ん

・共通
きょうつう

部分
ぶ ぶ ん

）及
およ

び支援
し え ん

機器
き き

並
なら

びに合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を

組
く

み合
あ

わせて、網羅的
もうらてき

に対応
たいおう

すること。 
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８、情報
じょうほう

の利用
り よ う

におけるバリアフリー化
か

等
とう

【22条
じょう

】 

 

＜障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

での意見
い け ん

＞ 

（１）情報
じょうほう

の利用
り よ う

におけるバリアフリー化
か

等
とう

の推進
すいしん

について 

①情報
じょうほう

通信
つうしん

機器
き き

・システムの整備
せ い び

・普及
ふきゅう

等
とう

 

○ 日本
に ほ ん

は国際
こくさい

標準
ひょうじゅん

の中
なか

にアクセシビリティにかかわる基準
きじゅん

を積極的
せっきょくてき

に提案
ていあん

することが必要
ひつよう

である。 

○ 日本
に ほ ん

はWTO（世界
せ か い

貿易
ぼうえき

機関
き か ん

）の政府
せ い ふ

調達
ちょうたつ

協定
きょうてい

に加盟
か め い

しており、アクセシビ

リティに関
かん

する国際
こくさい

規格
き か く

を調達
ちょうたつ

条件
じょうけん

とすることで、アクセシビリティに配慮
はいりょ

した機器
き き

、システム、サービスの民間
みんかん

への普及
ふきゅう

を促
うなが

すことが期待
き た い

できる。 

○ JIS（日本
に ほ ん

工業
こうぎょう

規格
き か く

）の規格
き か く

が現場
げ ん ば

で機能
き の う

するような、省庁
しょうちょう

横断的
おうだんてき

な評価
ひょうか

の

在
あ

り方
かた

を考
かんが

える必要
ひつよう

がある。 

○ JIS規格
き か く

、「みんなの公共
こうきょう

サイト」運用
うんよう

モデル、総務省
そうむしょう

行政
ぎょうせい

評価局
ひょうかきょく

からの勧告
かんこく

等
とう

で情報
じょうほう

のバリアフリーに言及
げんきゅう

されているが、十分
じゅうぶん

に機能
き の う

していない。 

○ 情報
じょうほう

の分野
ぶ ん や

では、機器
き き

の開発
かいはつ

や支援
し え ん

の提供
ていきょう

の最低限
さいていげん

のナショナルミニマム

は義務付
ぎ む づ

け、プラスアルファのところは対象
たいしょう

を選
えら

んで補助
ほ じ ょ

等
とう

で実施
じ っ し

を促
うなが

すと

いう進
すす

め方
かた

も適切
てきせつ

ではないか。 

○ 本格的
ほんかくてき

な電話
で ん わ

リレーサービス開始
か い し

を検討
けんとう

するとともに、携帯
けいたい

端末
たんまつ

へ音声
おんせい

認識
にんしき

ソフト搭載
とうさい

し、音声
おんせい

・文字
も じ

による会話
か い わ

を可能
か の う

にすべきである。 

○ 音声
おんせい

自動
じ ど う

認識
にんしき

ソフトの開発
かいはつ

を国
くに

レベルで本格的
ほんかくてき

に取
と

り組
く

むべき。高性能
こうせいのう

の

音声
おんせい

認識
にんしき

ソフトが開発
かいはつ

されると、その利用
り よ う

範囲
は ん い

が放送
ほうそう

字幕
じ ま く

にとどまらず、

利用
り よ う

範囲
は ん い

が広
ひろ

くなることから、新基本
しんきほん

計画
けいかく

に書
か

き込
こ

む必要
ひつよう

がある。 

○ 電子
で ん し

書籍
しょせき

に関
かん

して、国際
こくさい

標準
ひょうじゅん

の流
なが

れの中
なか

でアクセシビリティの展望
てんぼう

が開
ひら

け

てきている。こうした現状
げんじょう

について、文部
も ん ぶ

科学省
かがくしょう

、経済
けいざい

産業省
さんぎょうしょう

、総務省
そうむしょう

の三省
さんしょう

による懇談会
こんだんかい

以後
い ご

の在
あ

り方
かた

について、障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

が参画
さんかく

する会議体
かいぎたい

で検討
けんとう

す

ることが必要
ひつよう

である。 

○ 国
くに

として、音声
おんせい

認識
にんしき

技術
ぎじゅつ

、画像
が ぞ う

認識
にんしき

技術
ぎじゅつ

、非侵襲
ひしんしゅう

的
てき

脳
のう

コンピュータインタ

フェイス技術
ぎじゅつ

等
とう

の先端
せんたん

技術
ぎじゅつ

の応用
おうよう

と製品化
せいひんか

を支援
し え ん

することが必要
ひつよう

である。 

○ 盲
もう

ろう者
しゃ

も字幕
じ ま く

放送
ほうそう

を点字
て ん じ

で読
よ

むことが技術的
ぎじゅつてき

に可能
か の う

なので、点字
て ん じ

携帯
けいたい

端末
たんまつ

に字幕
じ ま く

情報
じょうほう

を送
おく

れる機器
き き

の開発
かいはつ

を検討
けんとう

する必要
ひつよう

がある。 

○ 情報
じょうほう

支援
し え ん

機器
き き

は、生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

になくてはならないものであることから、障害
しょうがい

及
およ

び社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

による日常
にちじょう

生活
せいかつ

・社会
しゃかい

生活
せいかつ

への制限
せいげん

を削減
さくげん

するための支援
し え ん
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機器
き き

、支援
し え ん

用具
よ う ぐ

という考
かんが

え方
かた

を採用
さいよう

し、公的
こうてき

支援
し え ん

の在
あ

り方
かた

について総合的
そうごうてき

に

検討
けんとう

する必要
ひつよう

がある。 

 

②国
くに

等
とう

による情報
じょうほう

提供
ていきょう

の充実
じゅうじつ

 

○ 国
くに

及
およ

び地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

がインターネット上
じょう

で公表
こうひょう

している重要
じゅうよう

な資料
しりょう

には、

画像
が ぞ う

のみのPDFファイルが多
おお

くある。情報
じょうほう

のバリアフリー化
か

の徹底
てってい

が必要
ひつよう

で

ある。 

○ 国
くに

の諸機関
しょきかん

は、電子
で ん し

媒体
ばいたい

で公表
こうひょう

した白書
はくしょ

等
とう

の資料
しりょう

をアクセシビリティに

配慮
はいりょ

した形式
けいしき

で国立
こくりつ

国会
こっかい

図書館
としょかん

に電子
で ん し

納本
のうほん

することを検討
けんとう

すべきである。 

○ 知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

も含
ふく

めて分
わ

かりやすいホームページや分
わ

かりやすい公文書
こうぶんしょ

を

出
だ

すようにすることが必要
ひつよう

である。 

 

（２）コミュニケーション支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

について 

○ コミュニケーション支援
し え ん

事業
じぎょう

において視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

のための代筆
だいひつ

・代読
だいどく

サ

ービスを明確
めいかく

に位置付
い ち づ

けて、これの周知
しゅうち

徹底
てってい

を図
はか

る必要
ひつよう

がある。 

○ 重度
じゅうど

の知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

や重症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

のコミュニケーション支援
し え ん

では、

文字盤
も じ ば ん

や絵
え

カードを組
く

み合
あ

わせてコミュニケーション機器
き き

や音声
おんせい

発生
はっせい

で

意思
い し

表示
ひょうじ

する機器
き き

を開発
かいはつ

し、日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

で給付
きゅうふ

することが必要
ひつよう

である。 

 

（３）心身
しんしん

障害者用
しょうがいしゃよう

低料
ていりょう

第三種
だいさんしゅ

郵便
ゆうびん

について 

○ 第三種
だいさんしゅ

郵便
ゆうびん

に関
かん

して、情報
じょうほう

・通信
つうしん

及
およ

びコミュニケーション保障
ほしょう

の観点
かんてん

から

考
かんが

えることが必要
ひつよう

である。 

○ 第三種
だいさんしゅ

郵便
ゆうびん

の今後
こ ん ご

の在
あ

り方
かた

について新基本
しんきほん

計画
けいかく

にも盛
も

り込
こ

むことが必要
ひつよう

である。 

○ 第三種
だいさんしゅ

郵便
ゆうびん

について、国
くに

がその実施
じ っ し

を促
うなが

すことも必要
ひつよう

でないか。 

 

＜新基本
しんきほん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

むべき事項
じ こ う

＞ 

◎ WTO（世界
せ か い

貿易
ぼうえき

機関
き か ん

）の政府
せ い ふ

調達
ちょうたつ

協定
きょうてい

に基
もと

づき、国
くに

等
とう

は公共
こうきょう

調達
ちょうたつ

に当
あ

たりア

クセシビリティ規格
き か く

の国際
こくさい

標準
ひょうじゅん

に準拠
じゅんきょ

した機器
き き

、システム、サービスを調達
ちょうたつ

す

るよう徹底
てってい

を図
はか

ること。 

◎ JIS規格
き か く

、「みんなの公共
こうきょう

サイト」運用
うんよう

モデル、総務省
そうむしょう

行政
ぎょうせい

評価局
ひょうかきょく

からの勧告
かんこく

等
とう

の実施
じ っ し

状況
じょうきょう

を公表
こうひょう

すること。 
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◎ 情報
じょうほう

支援
し え ん

機器
き き

は、日常
にちじょう

生活
せいかつ

のみならず就労
しゅうろう

支援
し え ん

、学習
がくしゅう

支援
し え ん

等
とう

の社会
しゃかい

生活
せいかつ

に

おいても不可欠
ふ か け つ

であるという視点
し て ん

に立
た

って、給付
きゅうふ

等
とう

の制度
せ い ど

、施策
し さ く

の見直
み な お

しを

検討
けんとう

すること。 

◎ 字幕
じ ま く

放送
ほうそう

、解説
かいせつ

放送
ほうそう

、手話
し ゅ わ

放送
ほうそう

の普及
ふきゅう

目標
もくひょう

の達成
たっせい

に向
む

けた取組
とりくみ

を強化
きょうか

し、

テレビ CM への字幕
じ ま く

付与
ふ よ

や、盲
もう

ろう者
しゃ

に字幕
じ ま く

放送
ほうそう

を点字
て ん じ

で提供
ていきょう

できる装置
そ う ち

の

開発
かいはつ

を検討
けんとう

すること。 

◎ 電子
で ん し

書籍
しょせき

のアクセシビリティ等
とう

読書
どくしょ

バリアフリーを実現
じつげん

する施策
し さ く

について

検討
けんとう

すること。 

◎ 電話
で ん わ

リレーサービスの実施
じ っ し

に向
む

けて検討
けんとう

すること。 

◎ 国
くに

の行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
とう

は、インターネットで公表
こうひょう

している情報
じょうほう

のアクセシビリテ

ィを再点検
さいてんけん

し改善
かいぜん

すること。 

◎ コミュニケーション支援
し え ん

に新
あら

たに読
よ

み書
か

き支援
し え ん

を位置付
い ち づ

け、人的
じんてき

支援
し え ん

を提
てい

供
きょう

するとともに、コミュニケーション支援
し え ん

のための人材
じんざい

養成
ようせい

、機器
き き

の開発
かいはつ

、

普及
ふきゅう

を促進
そくしん

すること。 

◎ 知的
ち て き

障害
しょうがい

等
とう

のコミュニケーション支援
し え ん

では、文字
も じ

情報
じょうほう

にふりがなを付
つ

ける

ことや分
わ

かりやすく説明
せつめい

すること等
など

の支援
し え ん

が必要
ひつよう

であり、特
とく

に重度
じゅうど

の場合
ば あ い

に

は、指
ゆび

さしの文字盤
も じ ば ん

や絵
え

カードの組合
くみあわ

せ等
とう

で意思
い し

表示
ひょうじ

する機器
き き

の開発
かいはつ

と日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

への位置付
い ち づ

けについて検討
けんとう

すること。 

◎ 情報
じょうほう

のバリアフリー化
か

に関
かん

する先進的
せんしんてき

な取組
とりくみ

を収集
しゅうしゅう

、公表
こうひょう

し、そのような

取組
とりくみ

を一層
いっそう

促
うなが

す施策
し さ く

を講
こう

じること。 

◎ 心身
しんしん

障害者用
しょうがいしゃよう

低料
ていりょう

第三種
だいさんしゅ

郵便
ゆうびん

については、利用
り よ う

の実態
じったい

を把握
は あ く

し、障害者
しょうがいしゃ

の

社会
しゃかい

参加
さ ん か

に資
し

する観点
かんてん

から検討
けんとう

すること。 
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９、相談
そうだん

等
とう

【23条
じょう

】 

 

＜障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

での意見
い け ん

＞ 

（１）相談
そうだん

支援
し え ん

体制
たいせい

について 

○ 相談
そうだん

支援
し え ん

の対象
たいしょう

を各法律
かくほうりつ

に定
さだ

められた対象者
たいしょうしゃ

以外
い が い

にも広
ひろ

げる必要
ひつよう

がある。 

○ 相談
そうだん

は身近
み ぢ か

なところでのワンストップサービス（一
いっ

カ所
しょ

で必要
ひつよう

な相談
そうだん

が受
う

けられるようなサービスの提供
ていきょう

）にする必要
ひつよう

がある。 

○ 都道府県
と ど う ふ け ん

児童
じ ど う

相談所
そうだんじょ

の情報
じょうほう

が市町村
しちょうそん

や相談
そうだん

支援
し え ん

センターに伝
つた

えられる

必要
ひつよう

がある。 

○ 障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

や家族
か ぞ く

による相談
そうだん

支援
し え ん

を相談
そうだん

体制
たいせい

に位置付
い ち づ

ける必要
ひつよう

がある。 

○ 障害者
しょうがいしゃ

が十分
じゅうぶん

な相談
そうだん

支援
し え ん

を継続
けいぞく

して受
う

けられる体制
たいせい

と財源
ざいげん

確保
か く ほ

が必要
ひつよう

で

ある。 

○ 障害者
しょうがいしゃ

の相談
そうだん

支援
し え ん

には高
たか

い専門性
せんもんせい

が求
もと

められるが、報酬
ほうしゅう

が低
ひく

い等
とう

の問題
もんだい

が

あるため専門性
せんもんせい

のある人
ひと

が定着
ていちゃく

しない。 

○ 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の家族
か ぞ く

への支援
し え ん

を盛
も

り込
こ

んでいただきたい。医療
いりょう

と保健
ほ け ん

と福祉
ふ く し

が連携
れんけい

した地域
ち い き

のサービス体制
たいせい

として、訪問型
ほうもんがた

の相談
そうだん

支援
し え ん

が必要
ひつよう

である。

障害者
しょうがいしゃ

相談員
そうだんいん

制度
せ い ど

に精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

も加
くわ

えていただきたい。 

○ 障害
しょうがい

福祉
ふ く し

の相談
そうだん

業務
ぎょうむ

を行
おこな

う人
ひと

の研修
けんしゅう

事業
じぎょう

等
とう

を通
つう

じて、医療
いりょう

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

とも

連携
れんけい

を図
はか

ることができるようにするべきである。 

○ 難病
なんびょう

患者
かんじゃ

の福祉
ふ く し

制度
せ い ど

の利用
り よ う

が進
すす

むよう、難病
なんびょう

の相談
そうだん

支援
し え ん

センターと障害者
しょうがいしゃ

の相談
そうだん

支援
し え ん

センターの連携
れんけい

を図
はか

るべきである。 

○ 障害
しょうがい

についての相談
そうだん

業務
ぎょうむ

に携
たずさ

わるワーカーには人権
じんけん

擁護
よ う ご

の専門
せんもん

知識
ち し き

も

必要
ひつよう

である。 

○ 障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

、特
とく

に子
こ

ども、女性
じょせい

、高齢
こうれい

女性
じょせい

の声
こえ

に留意
りゅうい

するべきである。 

 

（２）成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

について 

○ 現行
げんこう

の成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

は選挙権
せんきょけん

がなくなる等
とう

権利
け ん り

擁護
よ う ご

の面
めん

で見直
み な お

しの必要
ひつよう

があることから、その在
あ

り方
かた

の検討
けんとう

を新基本
しんきほん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

むべきである。 

○ 成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

は支援
し え ん

を受
う

けた自己
じ こ

決定
けってい

を基礎
き そ

とする制度
せ い ど

に改善
かいぜん

されるべ

きである。 

○ 成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

促進
そくしん

のための体制
たいせい

を構築
こうちく

するべきである。 
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＜新基本
しんきほん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

むべき事項
じ こ う

＞ 

◎ 医療
いりょう

や保健
ほ け ん

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

の下
もと

、障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の有無
う む

にかかわらず全
すべ

て

の障害者
しょうがいしゃ

が身近
み ぢ か

なところで相談
そうだん

が受
う

けられる体制
たいせい

を整備
せ い び

すること。 

◎ 障害者
しょうがいしゃ

及
およ

び家族
か ぞ く

による相談
そうだん

支援
し え ん

及
およ

びセルフマネジメントのための研修
けんしゅう

の

制度化
せ い ど か

について検討
けんとう

すること。 

◎ 障害者
しょうがいしゃ

の人権
じんけん

等
とう

を含
ふく

めた必要
ひつよう

な研修
けんしゅう

を行
おこな

い、本人
ほんにん

中心
ちゅうしん

の相談
そうだん

業務
ぎょうむ

を担
にな

う

人材
じんざい

を養成
ようせい

すること。 

◎ 虐待
ぎゃくたい

の発見
はっけん

、通報
つうほう

、対応
たいおう

等
とう

の虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

の実効性
じっこうせい

が担
たん

保
ほ

されるよう相談
そうだん

支援
し え ん

機能
き の う

の強化
きょうか

を図
はか

ること。 

◎ 成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

の実態
じったい

を把握
は あ く

するとともに、権利
け ん り

擁護
よ う ご

の観点
かんてん

から制度
せ い ど

の在
あ

り方
かた

について検討
けんとう

すること。 
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10、文化的
ぶ ん か て き

諸条件
しょじょうけん

の整備
せ い び

等
とう

【25条
じょう

】 

 

＜障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

での意見
い け ん

＞ 

（１）環境
かんきょう

の整備
せ い び

について 

○ 文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

振興
しんこう

に当
あ

たり、障害者
しょうがいしゃ

が制作
せいさく

しやすい環境作
かんきょうづく

りと評価
ひょうか

を受
う

ける

機会
き か い

の確保
か く ほ

をすべきである。障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず共
とも

に参加
さ ん か

できる、イン

クルーシブな展覧会
てんらんかい

等
とう

が開催
かいさい

され、様々
さまざま

な人
ひと

がかかわれるようにすべきであ

る。 

○ 空
あ

き教室
きょうしつ

を利用
り よ う

して、身近
み ぢ か

な場所
ば し ょ

で展示
て ん じ

できる場所
ば し ょ

を増
ふ

やしていただき

たい。 

○ 講演
こうえん

、文化
ぶ ん か

教室
きょうしつ

には、手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

・要約
ようやく

筆記
ひ っ き

が配置
は い ち

されない。また、字幕
じ ま く

が

ないため聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

は参加
さ ん か

できない。趣味
し ゅ み

や教養
きょうよう

に関
かん

するものについても

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

が提供
ていきょう

されるべきである。ボランティアでは情報
じょうほう

保障
ほしょう

の質
しつ

が

確保
か く ほ

されない。 

○ 美術館
びじゅつかん

等
とう

の説明
せつめい

は、ルビがなく理解
り か い

できない。点字
て ん じ

もない。障害者
しょうがいしゃ

が美術
びじゅつ

鑑賞
かんしょう

できるように環境
かんきょう

が整備
せ い び

されるべきである。 

○ 新国立
しんこくりつ

劇場
げきじょう

のオペラ鑑賞
かんしょう

では、日本語
に ほ ん ご

の字幕
じ ま く

が付与
ふ よ

されているが、視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

はそれを利用
り よ う

できない。劇場
げきじょう

等
とう

のバリアフリーを進
すす

める際
さい

には、様々
さまざま

な意見
い け ん

を聞
き

いて推進
すいしん

していただきたい。文化
ぶ ん か

、芸術
げいじゅつ

、スポーツにおいても、

インクルーシブな視点
し て ん

で、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず一緒
いっしょ

に参加
さ ん か

できるように

すべきである。 

○ 文化的
ぶんかてき

施設
し せ つ

における文字
も じ

表示
ひょうじ

装置
そ う ち

等
とう

の設置
せ っ ち

についてガイドラインの作成
さくせい

を新基本
しんきほん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

むべきである。 

 

（２）スポーツについて 

○ スポーツの普及
ふきゅう

、振興
しんこう

に当
あ

たり、障害者
しょうがいしゃ

も指導
し ど う

できる指導者
しどうしゃ

の養成
ようせい

がカギ

になる。障害者
しょうがいしゃ

スポーツ指導員
しどういん

の資格
し か く

を取
と

りやすくする施策
し さ く

が必要
ひつよう

である。 

○ 障害者
しょうがいしゃ

スポーツ指導員
しどういん

の養成
ようせい

を充実
じゅうじつ

させ、どこにおいても誰
だれ

でもスポーツ

できる環境
かんきょう

づくりが求
もと

められる。 

○ 障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

の体育
たいいく

・スポーツ（インクルーシブ体育
たいいく

に関
かん

する内容
ないよう

を含
ふく

む）

に関
かん

する科目
か も く

を体育
たいいく

教員
きょういん

養成
ようせい

時
じ

の必修
ひっしゅう

科目
か も く

とする。 

○ パラリンピックについては、オリンピックと一緒
いっしょ

にできる競技
きょうぎ

を少
すこ

しずつ
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増
ふ

やしていくべきである。 

○ パラリンピックについては、文部
も ん ぶ

科学省
かがくしょう

と厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

が連携
れんけい

し、効率的
こうりつてき

で

日本
に ほ ん

独自
ど く じ

の選手
せんしゅ

の養成
ようせい

システムを構築
こうちく

するよう検討
けんとう

するべきである。 

○ デフリンピックの国民
こくみん

の認知率
にんちりつ

を高
たか

めるために、パラリンピックと併記
へ い き

す

べきであり、パラリンピックと同
おな

じレベルで、デフリンピック等
とう

の選手
せんしゅ

養成
ようせい

等
とう

を支援
し え ん

することをスポーツ基本
き ほ ん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

むことを希望
き ぼ う

する。 

○ 全国
ぜんこく

障害者
しょうがいしゃ

スポーツ大会
たいかい

は、競技
きょうぎ

の種類
しゅるい

を増
ふ

やすべきである。発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

も参加
さ ん か

ニーズがあるためそれに対応
たいおう

できるようにすべきである。 

○ 障害者
しょうがいしゃ

スポーツの普及
ふきゅう

や実施率
じっしりつ

を示
しめ

すデータが存在
そんざい

していないため、その

ためのデータ収集
しゅうしゅう

をすべきである。 

 

＜新基本
しんきほん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

むべき事項
じ こ う

＞ 

◎ 障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

、スポーツ及
およ

びレクリエーション

に参加
さ ん か

し、これらを楽
たの

しむことを可能
か の う

とするため、バリアフリー化
か

を含
ふく

む施設
し せ つ

の整備
せ い び

や情報
じょうほう

保障
ほしょう

の充実
じゅうじつ

等
とう

、必要
ひつよう

な環境
かんきょう

整備
せ い び

を促進
そくしん

すること。 

◎ 文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

において、障害者
しょうがいしゃ

が制作
せいさく

及
およ

び活動
かつどう

しやすい環境
かんきょう

づくりと評価
ひょうか

を受
う

ける仕組
し く

み及
およ

び機会
き か い

を確保
か く ほ

すること。 

◎ レクリエーションやリハビリテーション等
とう

、体力
たいりょく

維持
い じ

、健康
けんこう

増進
ぞうしん

を目的
もくてき

と

する障害者
しょうがいしゃ

スポーツの振興
しんこう

を図
はか

ること。 

◎ 障害者
しょうがいしゃ

の競技
きょうぎ

スポーツについて、厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

と文部
も ん ぶ

科学省
かがくしょう

と連携
れんけい

の下
もと

、選手
せんしゅ

等
とう

の養成
ようせい

システムの構築
こうちく

を図
はか

ること。また、障害
しょうがい

のない人
ひと

のスポーツと所管
しょかん

官庁
かんちょう

の一元化
いちげんか

について検討
けんとう

すること。 

◎ 障害者
しょうがいしゃ

スポーツの普及
ふきゅう

や実施率
じっしりつ

を示
しめ

すデータを収集
しゅうしゅう

すること。 
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11、防災
ぼうさい

及
およ

び防犯
ぼうはん

【26条
じょう

】 

 

（１）防災
ぼうさい

に関
かん

する施策
し さ く

について 

 

＜障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

での意見
い け ん

＞ 

①新基本
しんきほん

計画
けいかく

での防災
ぼうさい

等
とう

の位置付
い ち づ

けについて 

○ 東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

による障害者
しょうがいしゃ

の死亡率
しぼうりつ

が障害
しょうがい

のない人
ひと

の２倍
ばい

以上
いじょう

であるこ

とを重
おも

く受
う

け止
と

め、新基本
しんきほん

計画
けいかく

の中心
ちゅうしん

に防災
ぼうさい

を据
す

えるべきである。 

○ 東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

の体験
たいけん

によって、緊急
きんきゅう

時
じ

は制約
せいやく

が多
おお

くできることは少
すく

ないと

いう教訓
きょうくん

を得
え

た。警察
けいさつ

や消防
しょうぼう

等
とう

の危機
き き

管理
か ん り

機関
き か ん

は福祉
ふ く し

に精通
せいつう

していないこと

と、障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

関係者
かんけいしゃ

が救援
きゅうえん

に精通
せいつう

していないことで、効果的
こうかてき

な防災
ぼうさい

の取組
とりくみ

になりにくかった。新基本
しんきほん

計画
けいかく

では、各施策
かくしさく

に防災
ぼうさい

を盛
も

り込
こ

み、発災時
はっさいじ

の対応
たいおう

も障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

の一環
いっかん

として取
と

り組
く

むよう明記
め い き

すべきである。 

○ 防災
ぼうさい

を各施策
かくしさく

に盛
も

り込
こ

んでしまうと、一般
いっぱん

の防災
ぼうさい

と障害者
しょうがいしゃ

の防災
ぼうさい

とで施策
し さ く

が二元化
に げ ん か

することになる。支援
し え ん

の谷間
た に ま

を生
う

まないために、誰
だれ

が責任
せきにん

をもつの

か明確
めいかく

にすべきである。 

○ 現行
げんこう

の基本
き ほ ん

計画
けいかく

には、緊急
きんきゅう

時
じ

に福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

が取
と

り組
く

む内容
ないよう

が含
ふく

まれていな

いため、取
と

り組
く

むべきことを位置付
い ち づ

けるべきである。 

○ 発災後
はっさいご

に自立
じ り つ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

が支援
し え ん

を主導
しゅどう

することを決
き

めている地域
ち い き

がある

が、どの機関
き か ん

が市町村
しちょうそん

での障害者
しょうがいしゃ

にかかわる支援
し え ん

を担
にな

うのかを明確
めいかく

に設定
せってい

す

べきである。障害者
しょうがいしゃ

が指定
し て い

避難所
ひなんじょ

の決定
けってい

過程
か て い

に参加
さ ん か

し、避難
ひ な ん

できることが

確認
かくにん

された上
うえ

で、宿泊
しゅくはく

を伴
ともな

う避難所
ひなんじょ

開設
かいせつ

の訓練
くんれん

を行
おこな

うべきである。 

○ 東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

の災害
さいがい

支援
し え ん

では、事業所
じぎょうしょ

による障害者
しょうがいしゃ

の囲
かこ

い込
こ

みではないか

と思
おも

われるものが見受
み う

けられる。障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

や障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の定
さだ

める

地域
ち い き

生活
せいかつ

をどの地域
ち い き

においても実現
じつげん

できるように、防災
ぼうさい

でしっかりと取
と

り組
く

むべきである。 

 

②防災
ぼうさい

において取
と

り組
く

むべき施策
し さ く

について 

ア、取組
とりくみ

の視点
し て ん

及
およ

び施策
し さ く

について 

○ 防災
ぼうさい

については、発災前
はっさいまえ

の取組
とりくみ

から発災
はっさい

直後
ちょくご

の安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

まで、避難所
ひなんじょ

での

避難
ひ な ん

の期間
き か ん

、仮設
か せ つ

住宅
じゅうたく

への入居
にゅうきょ

までと復興期
ふっこうき

のように時間軸
じかんじく

を設
もう

けて取
と

り組
く

まれるべきことを整理
せ い り

すべきである。これに、情報
じょうほう

保障
ほしょう

や移動
い ど う

支援
し え ん

等
とう

の分野
ぶ ん や
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別
べつ

の課題
か だ い

と障害
しょうがい

種別
しゅべつ

から発生
はっせい

する課題
か だ い

をそれぞれの時期
じ き

区分
く ぶ ん

毎
ごと

に整理
せ い り

すべ

きである。 

○ 障害
しょうがい

は多様
た よ う

であり、細
こま

かい計画
けいかく

を策定
さくてい

しても実効性
じっこうせい

がない。そのため、

発災後
はっさいご

に障害者
しょうがいしゃ

が援助
えんじょ

を求
もと

めることができる機関
き か ん

を設定
せってい

し、そこに行
い

けば

必要
ひつよう

な情報
じょうほう

や物資
ぶ っ し

が得
え

られ、事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

につながることができる仕組
し く

みが構築
こうちく

されるべきである。 

○ 福祉
ふ く し

サービスの利用者
りようしゃ

ではなく、かつ、障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

ともつながりのない

障害者
しょうがいしゃ

や震災後
しんさいご

障害者
しょうがいしゃ

になった人
ひと

は、必要
ひつよう

な支援
し え ん

が得
え

られず、ネットワーク

の外
そと

に置
お

かれているという問題
もんだい

がある。 

○ 災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

から避難
ひ な ん

生活
せいかつ

時
じ

等
とう

に行政
ぎょうせい

から震災
しんさい

関係
かんけい

の情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

う際
さい

に、

障害
しょうがい

の特性
とくせい

に応
おう

じた情報
じょうほう

伝達
でんたつ

やコミュニケーション支援
し え ん

を行
おこな

える体制
たいせい

づく

りが構築
こうちく

されるべきである。 

○ 手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

等
とう

の派遣
は け ん

を適切
てきせつ

に行
おこな

うためには、自治体間
じ ち た い か ん

での相互
そ う ご

協力
きょうりょく

体制
たいせい

が

構築
こうちく

されるべきである。 

○ 重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

の避難
ひ な ん

については、一緒
いっしょ

に避難
ひ な ん

する家族
か ぞ く

が混乱
こんらん

しないように、

いつ、誰
だれ

が支援
し え ん

に来
く

るのかを明確
めいかく

にすべきである。 

○ 震災後
しんさいご

は移動
い ど う

支援
し え ん

やコミュニケーション支援
し え ん

のニーズが高
たか

まるが、これら

は地方
ち ほ う

自治体
じ ち た い

の判断
はんだん

に委
ゆだ

ねられた地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

であるため地域間
ちいきかん

格差
か く さ

が大
おお

きい。通常
つうじょう

の福祉
ふ く し

サービスのレベルを上
あ

げる取組
とりくみ

が必要
ひつよう

である。 

○ 障害
しょうがい

の特性
とくせい

や被災者
ひさいしゃ

の状況
じょうきょう

に応
おう

じた被災者
ひさいしゃ

支援
し え ん

（バリアフリー化
か

された

避難所
ひなんじょ

の保障
ほしょう

、人工
じんこう

呼吸器
こきゅうき

利用者
りようしゃ

の電源
でんげん

確保
か く ほ

、環境
かんきょう

への適応
てきおう

が困難
こんなん

な発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

への配慮
はいりょ

、事業所
じぎょうしょ

や医療
いりょう

機関
き か ん

への移動
い ど う

支援
し え ん

の確保
か く ほ

、心
こころ

のケアを含
ふく

む

施策
し さ く

の推進
すいしん

）を推進
すいしん

すべきである。 

○ 東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

のように長期間
ちょうきかん

にわたる避難
ひ な ん

生活
せいかつ

では、物資
ぶ っ し

、特
とく

に消耗品
しょうもうひん

の

調達
ちょうたつ

が命
いのち

にかかわる問題
もんだい

になるため、行政
ぎょうせい

と事
じ

業者
ぎょうしゃ

が協働
きょうどう

できる仕組
し く

みが

確保
か く ほ

されるべきである。 

○ 福祉
ふ く し

サービスの円滑
えんかつ

な提供
ていきょう

のために、機動的
きどうてき

な制度
せ い ど

運用
うんよう

が可能
か の う

になるよう

にし、そのために人材
じんざい

が確保
か く ほ

されるべきである。 

○ 災害
さいがい

時
じ

に最
もっと

も支援
し え ん

が届
とど

きにくい人
ひと

たちはどのような人
ひと

たちなのか、避難
ひ な ん

を

どのように安全
あんぜん

に行
おこな

うのか、防災
ぼうさい

計画
けいかく

等
とう

に盛
も

り込
こ

まれるべきである。 

○ 2015年
ねん

に予定
よ て い

されている国際
こくさい

防災
ぼうさい

会議
か い ぎ

においては、東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

における

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

を踏
ふ

まえ、障害
しょうがい

が議題
ぎ だ い

の一
ひと

つとして扱
あつか

われるべきである。 
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○ 豪雪
ごうせつ

地域
ち い き

では、防災
ぼうさい

の取組
とりくみ

に雪害
せつがい

対策
たいさく

を含
ふく

めて、取
と

り組
く

まれるべきである。 

 

イ、要援護者
ようえんごしゃ

名簿
め い ぼ

の作成
さくせい

と安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

について 

○ 市町村
しちょうそん

における災害
さいがい

時
じ

要援護者
ようえんごしゃ

の避難
ひ な ん

支援
し え ん

の取組
とりくみ

においては、全体
ぜんたい

計画
けいかく

の

策
さく

定率
ていりつ

は高
たか

いが、個別
こ べ つ

計画
けいかく

の策
さく

定率
ていりつ

は低
ひく

い。 

○ 発災
はっさい

直後
ちょくご

は、警察
けいさつ

や消防
しょうぼう

が集中的
しゅうちゅうてき

、専門的
せんもんてき

に支援
し え ん

に当
あ

たるため、障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

を担
にな

う福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

とも情報
じょうほう

共有
きょうゆう

をし、連携
れんけい

して支援
し え ん

すべきである。 

○ 被災後
ひ さ い ご

の安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

のための要援護者
ようえんごしゃ

リストの開示
か い じ

について、個人
こ じ ん

情報
じょうほう

保護法
ほ ご ほ う

（条例
じょうれい

を含
ふく

む）は生命
せいめい

・身体
しんたい

にかかわる場合
ば あ い

は例外
れいがい

を許
ゆる

しているため、

その趣旨
し ゅ し

を踏
ふ

まえて被災後
ひ さ い ご

の安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

が行
おこな

われるべきである。 

○ 障害者
しょうがいしゃ

が自分
じ ぶ ん

自身
じ し ん

を守
まも

るためには、公的
こうてき

な機関
き か ん

に加
くわ

えて地域
ち い き

の障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

や障害
しょうがい

関連
かんれん

の事業所
じぎょうしょ

等
とう

いずれかの機関
き か ん

への登録
とうろく

の義務付
ぎ む づ

けがなされ、安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

の下
もと

に、必要
ひつよう

な支援
し え ん

が届
とど

けられるようにすべきである。 

○ 実効性
じっこうせい

のある個別
こ べ つ

計画
けいかく

の策定
さくてい

のためには、分
わ

かりやすい例示
れ い じ

が必要
ひつよう

である。

例
たと

えば、自閉症
じへいしょう

は特定
とくてい

の食
た

べ物
もの

を食
た

べない等
とう

、こだわりがあるが、我儘
わがまま

だと

誤解
ご か い

されないようにすべきである。 

 

ウ、避難所
ひなんじょ

等
とう

での避難
ひ な ん

及
およ

び仮設
か せ つ

住宅
じゅうたく

等
とう

について 

○ 避難所
ひなんじょ

以外
い が い

の場
ば

で避難
ひ な ん

生活
せいかつ

を行
おこな

った人
ひと

が、支援
し え ん

から除外
じょがい

されないようにす

べきである。 

○ 福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

で障害者
しょうがいしゃ

の家族
か ぞ く

が一緒
いっしょ

に避難
ひ な ん

できなかった事例
じ れ い

を検
けん

証
しょう

すべき

である。避難先
ひなんさき

になる病院
びょういん

等
とう

についても、安全
あんぜん

について検証
けんしょう

が必要
ひつよう

である。 

○ 仮設
か せ つ

住宅
じゅうたく

の抽選
ちゅうせん

に申込
もうしこ

みをしたが、外
はず

れたため、スロープのある住宅
じゅうたく

に車
くるま

いす利用者
りようしゃ

が住
す

んでいないケースがある。みなし仮設
か せ つ

は、住宅
じゅうたく

改修
かいしゅう

が行
おこな

われ

ているのか把握
は あ く

すら行
おこな

われていない問題
もんだい

がある。 

○ 仮設
か せ つ

住宅
じゅうたく

については、どのような配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

であるか、具体的
ぐたいてき

な基準
きじゅん

が示
しめ

されるべきである。 

○ 今後
こ ん ご

の仮設
か せ つ

住宅
じゅうたく

については、標
ひょう

準仕様
じゅんしよう

をバリアフリータイプとすべきであ

る。 

 

エ、防災
ぼうさい

対策
たいさく

等
とう

への障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の参画
さんかく

について 

○ 障害者
しょうがいしゃ

の参画
さんかく

や意見
い け ん

表明
ひょうめい

を確保
か く ほ

した防災
ぼうさい

対策
たいさく

（少人数
しょうにんずう

の障害者
しょうがいしゃ

ニーズを
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把握
は あ く

し、ライフステージに応
おう

じた配慮
はいりょ

が行
おこな

われるように障害者
しょうがいしゃ

の参画
さんかく

を進
すす

め、

防災
ぼうさい

計画
けいかく

や避難
ひ な ん

マニュアルの策定
さくてい

や避難所
ひなんじょ

運営
うんえい

の実施
じ っ し

すること）を推進
すいしん

すべ

きである。 

○ 福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

や要援護者
ようえんごしゃ

のガイドラインは、良
よ

くできているが浸透
しんとう

していな

い。それは、守
まも

られる側
がわ

の障害者
しょうがいしゃ

参画
さんかく

の視点
し て ん

が抜
ぬ

け落
お

ちているためだ。 

 

③復興
ふっこう

において取
と

り組
く

むべきことについて 

○ ６県
けん

、43市
し

町村
ちょうそん

で復興
ふっこう

計画
けいかく

ができ、障害者
しょうがいしゃ

についての記述
きじゅつ

があるのは５県
けん

、

39市
し

町村
ちょうそん

である。しかし、これらの計画
けいかく

策定
さくてい

の過程
か て い

での障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

の参加
さ ん か

・

参画
さんかく

は極
きわ

めて不十分
ふじゅうぶん

で、改善
かいぜん

が求
もと

められる。 

○ 復興
ふっこう

計画
けいかく

の進
すす

み方
かた

によって、障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

に空白
くうはく

やサービス提供
ていきょう

の整備
せ い び

に遅
おく

れが出
で

ないようにすべきである。復興
ふっこう

計画
けいかく

の策定
さくてい

に当
あ

たり障害者
しょうがいしゃ

の参画
さんかく

や

意見
い け ん

反映
はんえい

がされるようにすべきである。 

○ 被災
ひ さ い

した障害者
しょうがいしゃ

の生活
せいかつ

の支援
し え ん

、生活
せいかつ

の立
た

て直
なお

しを図
はか

るため、サービスの

柔軟
じゅうなん

、機動的
きどうてき

な提供
ていきょう

のための制度
せ い ど

運営
うんえい

や障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス提供
ていきょう

基盤
き ば ん

の円滑
えんかつ

な

復旧
ふっきゅう

、障害者
しょうがいしゃ

の働
はたら

く場
ば

の確保
か く ほ

等
とう

への重点的
じゅうてんてき

な取組
とりくみ

が求
もと

められる。 

○ 復興
ふっこう

に関
かん

する取組
とりくみ

においては、元
もと

に戻
もど

すという発想
はっそう

ではなく、新
あら

たに作
つく

り

上
あ

げる新生
しんせい

として、住
す

みやすい街
まち

づくりが推進
すいしん

されるべきである。 

○ 日常
にちじょう

生活
せいかつ

を取
と

り戻
もど

せる見通
み と お

しが立
た

ちにくい被災者
ひさいしゃ

にとっては、緩慢
かんまん

な

喪失感
そうしつかん

が続
つづ

いているため、心
こころ

のケアの必要性
ひつようせい

は大
おお

きい。復興
ふっこう

支援
し え ん

では、震災
しんさい

による PTSD に対
たい

する取組
とりくみ

の優
ゆう

先
せん

順位
じゅんい

を上
あ

げて、取
と

り組
く

まれるべきである。 

○ 復興期
ふっこうき

は、障害者
しょうがいしゃ

の孤立死
こ り つ し

が起
お

きないようにする取組
とりくみ

も必要
ひつよう

である。 

○ 福島
ふくしま

は県外
けんがい

への避難者
ひなんしゃ

が多
おお

いため、県内
けんない

に住
す

んでいたときの生活
せいかつ

にできる

だけ近
ちか

い生活
せいかつ

が維持
い じ

できるように、福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

が保障
ほしょう

されるべきで

ある。 

○ 福祉
ふ く し

関係
かんけい

の事業所
じぎょうしょ

の建物
たてもの

の多
おお

くが土砂
ど し ゃ

災害
さいがい

の危険
き け ん

地域
ち い き

に建設
けんせつ

されている

ことを踏
ふ

まえ、安全性
あんぜんせい

が確保
か く ほ

されるように対応
たいおう

されるべきである。 

○ 障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

や支援
し え ん

団体
だんたい

が、復興
ふっこう

に従事
じゅうじ

できるように財政的
ざいせいてき

に支援
し え ん

されるべ

きである。 

 

④東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

の被害
ひ が い

状況
じょうきょう

を把握
は あ く

するデータ収集
しゅうしゅう

について 

○ 東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

で障害者
しょうがいしゃ

の被害
ひ が い

が２倍
ばい

以上
いじょう

とされている要因
よういん

は何
なに

があるの
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か、検証
けんしょう

されるべきである。 

○ 障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する災害
さいがい

被害
ひ が い

の検証
けんしょう

については、内閣府
ないかくふ

防災
ぼうさい

担当
たんとう

と厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

とが連携
れんけい

しつつ、合同
ごうどう

で検証
けんしょう

のための委員会
いいんかい

を設置
せ っ ち

するなどして取
と

り組
く

まれ

るべきである。 

○ 発災
はっさい

直後
ちょくご

から仮設
か せ つ

等
とう

の住宅
じゅうたく

避難
ひ な ん

まで、どのような点
てん

に困
こま

ったのか障害
しょうがい

関係
かんけい

団体
だんたい

による聞
き

き取
と

り調査
ちょうさ

が行
おこな

われている。プラスに働
はたら

いた要因
よういん

も分析
ぶんせき

し

ている。被災者
ひさいしゃ

の生活
せいかつ

を脅
おびや

かすことのない調査
ちょうさ

をすべきである。 

○ 男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

については、復興庁
ふっこうちょう

に男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

班
はん

が組織
そ し き

され、まちづく

り、仕事
し ご と

、暮
く

らし等
とう

について、参考
さんこう

事例
じ れ い

を収集
しゅうしゅう

し、被災地
ひ さ い ち

等
とう

に広
ひろ

く周知
しゅうち

して

いる。障害者
しょうがいしゃ

も同様
どうよう

に、障害者
しょうがいしゃ

の参画
さんかく

促進
そくしん

の視点
し て ん

から丁寧
ていねい

に事例
じ れ い

を収集
しゅうしゅう

し、

それらを復興
ふっこう

における課題
か だ い

を把握
は あ く

することにも活用
かつよう

すべきである。 

○ 障害者
しょうがいしゃ

の被害
ひ が い

調査
ちょうさ

については、実際
じっさい

に支援
し え ん

に関与
か ん よ

した人
ひと

に聞
き

き取
と

り調査
ちょうさ

を

することも有効
ゆうこう

であるため取
と

り組
く

まれるべきである。 

 

＜新基本
しんきほん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

むべき事項
じ こ う

＞ 

◎ 防災
ぼうさい

基本
き ほ ん

計画
けいかく

、都道府県
と ど う ふ け ん

、市町村
しちょうそん

地域
ち い き

防災
ぼうさい

計画
けいかく

等
とう

、防災
ぼうさい

及
およ

び復興
ふっこう

施策
し さ く

の

企画
き か く

・立案
りつあん

及
およ

び実施
じ っ し

における、障害者
しょうがいしゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

等
とう

の参画
さんかく

を促進
そくしん

すること。 

◎ 防災
ぼうさい

関係
かんけい

部局
ぶきょく

は、災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

に備
そな

え、福祉
ふ く し

関係
かんけい

部局
ぶきょく

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

や関係
かんけい

団体
だんたい

等
とう

との連携
れんけい

の下
もと

、災害
さいがい

時
じ

要援護者
ようえんごしゃ

名簿
め い ぼ

の作成
さくせい

、障害者
しょうがいしゃ

や福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

が参加
さ ん か

し

た防災
ぼうさい

訓練
くんれん

の実施
じ っ し

、支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする障害者
しょうがいしゃ

ごとの具体的
ぐたいてき

な避難
ひ な ん

支援
し え ん

計画
けいかく

の

策定
さくてい

等
とう

の取組
とりくみ

を通
つう

じて、災害
さいがい

に強
つよ

い地域
ち い き

づくりを促進
そくしん

すること。 

◎ 被災後
ひ さ い ご

の安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

のために市町村
しちょうそん

等
とう

が保
ほ

有
ゆう

する個人
こ じ ん

情報
じょうほう

が適
てき

切
せつ

に活用
かつよう

さ

れるよう、国
くに

として必要
ひつよう

な対策
たいさく

を講
こう

じること。 

◎ 地震
じ し ん

等
とう

の発生
はっせい

時
じ

には、その直後
ちょくご

から音声
おんせい

とともに目
め

に見
み

える形
かたち

で情報
じょうほう

を提
てい

供
きょう

する体制
たいせい

を早急
さっきゅう

に整備
せ い び

すること。 

◎ 被災
ひ さ い

した障害者
しょうがいしゃ

に必要
ひつよう

な支援
し え ん

を機動的
きどうてき

に提供
ていきょう

できるように、緊急
きんきゅう

時
じ

におけ

る障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスが広域的
こういきてき

な体制
たいせい

の下
もと

に提
てい

供
きょう

され、又
また

は地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の

連携
れんけい

の下
もと

に提
てい

供
きょう

されるよう取
と

り組
く

むとともに、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスを柔軟
じゅうなん

に

提供
ていきょう

できる仕組
し く

みを整備
せ い び

すること。 

◎ 避難所
ひなんじょ

、仮設
か せ つ

住宅
じゅうたく

等
とう

のバリアフリー化
か

を推進
すいしん

するとともに、事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

との

連携
れんけい

の下
もと

、被災
ひ さ い

した障害者
しょうがいしゃ

が個々
こ こ

のニーズに応
おう

じた支援
し え ん

や必要
ひつよう

な情報
じょうほう

、物資
ぶ っ し

を得
え

ることができる体制
たいせい

を整備
せ い び

すること。 
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◎ 東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

により住
す

み慣
な

れた生活
せいかつ

環境
かんきょう

から離
はな

れて避難
ひ な ん

生活
せいかつ

を行
おこな

っている

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する、相談
そうだん

支援
し え ん

、心
こころ

のケア、見守
み ま も

り活動
かつどう

等
とう

の取組
とりくみ

を強化
きょうか

すること。 

◎ 東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

における障害者
しょうがいしゃ

の被害
ひ が い

実態
じったい

を検
けん

証
しょう

すること。その際
さい

、障害
しょうがい

種別
しゅべつ

及
およ

び男女
だんじょ

別
べつ

データ等
とう

を収集
しゅうしゅう

し、それぞれの被害
ひ が い

実態
じったい

についても分析
ぶんせき

できるよ

うにすること。 

 

（２）防犯
ぼうはん

に関
かん

する施策
し さ く

について 

 

＜障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

での意見
い け ん

＞ 

①取
と

り組
く

むべき施策
し さ く

について 

○ 現行
げんこう

の障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

に加
くわ

え、新
あら

たに考慮
こうりょ

すべき点
てん

としては、次
つぎ

の３点
てん

。

①ネットワーク犯罪
はんざい

から障害者
しょうがいしゃ

、特
とく

に判断
はんだん

に支援
し え ん

を要
よう

する障害者
しょうがいしゃ

を悪質
あくしつ

な

詐欺
さ ぎ

等
とう

の犯罪
はんざい

から守
まも

る対策
たいさく

の推進
すいしん

、②障害者
しょうがいしゃ

自身
じ し ん

が犯罪
はんざい

に巻
ま

き込
こ

まれない

ようにするための被害
ひ が い

予防
よ ぼ う

教育
きょういく

の推進
すいしん

、③地域
ち い き

における防犯
ぼうはん

施策
し さ く

の策定
さくてい

や

自主
じ し ゅ

防犯
ぼうはん

組織
そ し き

への障害者
しょうがいしゃ

及
およ

び関係者
かんけいしゃ

の参画
さんかく

、意見
い け ん

反映
はんえい

に努
つと

めるべきである。 

○ 警察
けいさつ

等
とう

での相談
そうだん

の実効性
じっこうせい

を高
たか

めるために、権利
け ん り

擁護
よ う ご

システムとして、

障害者
しょうがいしゃ

から相談
そうだん

があった場合
ば あ い

に必
かなら

ず連絡
れんらく

を取
と

る事業所
じぎょうしょ

を定
さだ

め、手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

等
とう

の派遣
は け ん

等
とう

必要
ひつよう

な支援者
しえんしゃ

が配置
は い ち

されるべきである。 

○ 手話
し ゅ わ

ができる警察官
けいさつかん

の交番
こうばん

への配置
は い ち

は限界
げんかい

があるため、離
はな

れた場所
ば し ょ

でも

パソコン等
とう

を利用
り よ う

し画像
が ぞ う

による同時
ど う じ

通訳
つうやく

も導入
どうにゅう

できるようにすべきである。 

○ 緊急
きんきゅう

時
じ

の連絡
れんらく

手段
しゅだん

は双方向
そうほうこう

でなければならず、ファックス 110番
ばん

、メール

110番
ばん

においても双方
そうほう

向性
こうせい

が確保
か く ほ

されるように取
と

り組
く

まれるべきである。 

○ 障害者
しょうがいしゃ

が犯罪
はんざい

被害者
ひがいしゃ

になる確率
かくりつ

が高
たか

く、女性
じょせい

障害者
しょうがいしゃ

は特
とく

に被害者
ひがいしゃ

となる

確率
かくりつ

が高
たか

くなるため、新基本
しんきほん

計画
けいかく

の防犯
ぼうはん

で女性
じょせい

障害者
しょうがいしゃ

について特別
とくべつ

に取
と

り

組
く

まれるべきである。その際
さい

に、女性
じょせい

障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち い き

における防止
ぼ う し

策
さく

の策定
さくてい

に

おいて参画
さんかく

できるようにすべきである。 

○ 犯罪
はんざい

に対
たい

する自衛的
じえいてき

取組
とりくみ

の促進
そくしん

に向
む

けて、例
たと

えば、グループホーム等
とう

の

共同
きょうどう

生活
せいかつ

の場
ば

に、行政
ぎょうせい

からその観点
かんてん

からの支援
し え ん

が得
え

られるよう工夫
く ふ う

される

必要
ひつよう

がある。 

○ 障害者
しょうがいしゃ

が被害
ひ が い

に遭
あ

いやすい犯罪
はんざい

の類型
るいけい

としては性的
せいてき

被害
ひ が い

と詐欺
さ ぎ

があり、

特
とく

に知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

に被害
ひ が い

が多
おお

い。 

○ 特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

等
とう

の卒業
そつぎょう

時
じ

に、被害
ひ が い

予防
よ ぼ う

の指導
し ど う

がされるが、障害者
しょうがいしゃ

自身
じ し ん

が
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自分
じ ぶ ん

を守
まも

ることができることが重要
じゅうよう

である。同時
ど う じ

に、地域
ち い き

社会
しゃかい

での見守
み ま も

り

ネットワークが機能
き の う

することも重要
じゅうよう

である。 

○ 障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

が警察
けいさつ

と連携
れんけい

しながら、研修
けんしゅう

等
とう

の取組
とりくみ

を推進
すいしん

すべきである。 

○ 警察
けいさつ

での研修
けんしゅう

で障害者
しょうがいしゃ

自身
じ し ん

を講師
こ う し

とするよう一層
いっそう

取
と

り組
く

まれるべきであ

る。知的
ち て き

障害
しょうがい

者
しゃ

、精神
せいしん

障害
しょうがい

者
しゃ

、発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

との豊
ゆた

かな体験
たいけん

をもつ警察
けいさつ

関係者
かんけいしゃ

を講師
こ う し

に迎
むか

えることも推進
すいしん

されるべきである。 

○ 機能
き の う

している防犯
ぼうはん

ネットワークのモデルを示
しめ

しつつ、犯罪
はんざい

が起
お

きにくい

社会作
しゃかいづく

りのための体制
たいせい

が整備
せ い び

されるようにすべきである。 

 

②防犯
ぼうはん

にかかわるデータの収集
しゅうしゅう

について 

○ 障害者
しょうがいしゃ

がどのような被害
ひ が い

に遭
あ

っているのか実態
じったい

を示
しめ

す統計
とうけい

データを揃
そろ

え

るべきであり、行方
ゆ く え

不明者
ふめいしゃ

の保護
ほ ご

についても含
ふく

めて精査
せ い さ

されるべきである。 

○ DV の相談
そうだん

件数
けんすう

等
とう

から、女性
じょせい

障害者
しょうがいしゃ

で性的
せいてき

被害
ひ が い

を受
う

けている人
ひと

、相談
そうだん

した

くともできない人
ひと

や事件
じ け ん

が表面化
ひょうめんか

していない多
おお

くの被害
ひ が い

が存在
そんざい

する。女性
じょせい

障害者
しょうがいしゃ

の性的
せいてき

被害
ひ が い

実態
じったい

を明
あき

らかにするように、対策
たいさく

が講
こう

じられるべきであ

る。 

○ 男女
だんじょ

別
べつ

のデータに基
もと

づいて障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

が策定
さくてい

されるべきで、それに基
もと

づいて施策
し さ く

の監視
か ん し

が行
おこな

われるべきである。女性
じょせい

障害者
しょうがいしゃ

は性
せい

被害
ひ が い

を受
う

けやすい

ため、それを解消
かいしょう

するよう新基本
しんきほん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

まれるべきである。 

 

＜新基本
しんきほん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

むべき事項
じ こ う

＞ 

◎ ファックスやメール等
とう

による緊急
きんきゅう

時
じ

の通報
つうほう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ること。 

◎ 障害者
しょうがいしゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

等
とう

を講師
こ う し

にした研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

等
とう

により、警察
けいさつ

職員
しょくいん

の

障害者
しょうがいしゃ

理解
り か い

を促進
そくしん

すること。 

◎ 警察
けいさつ

における相談
そうだん

については地域
ち い き

の障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

等
とう

との連携
れんけい

を図
はか

りつつ、

以下
い か

のコミュニケーションの確保
か く ほ

を促進
そくしん

すること。 

・ 手話
し ゅ わ

のできる警察官
けいさつかん

の交番
こうばん

への配置
は い ち

 

・ パソコン等
とう

による画像
が ぞ う

を活用
かつよう

した手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

の導入
どうにゅう

 

・ 知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

や発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

へのコミュニケーション手段
しゅだん

の確保
か く ほ

等
とう

 

◎ 障害者
しょうがいしゃ

が詐欺
さ ぎ

被害
ひ が い

に、女性
じょせい

障害者
しょうがいしゃ

が性
せい

犯罪
はんざい

被害
ひ が い

に遭
あ

わないように、それぞ

れの犯罪
はんざい

防止
ぼ う し

策
さく

を充実
じゅうじつ

すること。 

◎ 被害者
ひがいしゃ

のプライバシー等
とう

への配慮
はいりょ

等
とう

の課題
か だ い

を踏
ふ

まえつつ、市町村
しちょうそん

等
とう

関係
かんけい

機関
き か ん

とも連携
れんけい

しながら、障害
しょうがい

種別
しゅべつ

や性別
せいべつ

を含
ふく

めた障害者
しょうがいしゃ

犯罪
はんざい

被害
ひ が い

にかかわる

データ収集
しゅうしゅう

等
とう

を行
おこな

うことにより、障害者
しょうがいしゃ

の犯罪
はんざい

被害
ひ が い

実態
じったい

を把握
は あ く

すること。
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12、消費者
しょうひしゃ

としての障害者
しょうがいしゃ

の保護
ほ ご

【27条
じょう

】 

 

＜障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

での意見
い け ん

＞ 

障害者
しょうがいしゃ

の消費者
しょうひしゃ

被害
ひ が い

の事前
じ ぜ ん

防止
ぼ う し

及
およ

び被害
ひ が い

からの保護
ほ ご

 

①情報
じょうほう

提供
ていきょう

及
およ

び相談
そうだん

支援
し え ん

の整備
せ い び

 

○ 消費
しょうひ

生活
せいかつ

センターへのアクセスを改善
かいぜん

する必要
ひつよう

がある。例
たと

えば、ろう者
しゃ

の

電話
で ん わ

等
とう

での本人
ほんにん

確認
かくにん

については、手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

によって確認
かくにん

できる方法
ほうほう

が必要
ひつよう

で

ある。また、消費者
しょうひしゃ

生活
せいかつ

センターの連絡先
れんらくさき

が電話番号
でんわばんごう

しかないため、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

は相談
そうだん

自体
じ た い

ができないことがある。ファックスもしくはメール等
とう

での

窓口
まどぐち

対応
たいおう

が必要
ひつよう

である。 

○ 福祉
ふ く し

サービスや銀行
ぎんこう

、郵便局
ゆうびんきょく

や飛行場
ひこうじょう

、駅
えき

、商店
しょうてん

、レストラン等
とう

その他
た

の

提供者側
ていきょうしゃがわ

と消費者
しょうひしゃ

である障害者
しょうがいしゃ

との対等
たいとう

な関係
かんけい

の在
あ

り方
かた

を、苦情
くじょう

の申立
もうした

てや

フィードバック等
とう

の必要性
ひつようせい

も含
ふく

めて捉
とら

えなおす必要
ひつよう

がある。 

○ 障害者
しょうがいしゃ

に身近
み ぢ か

な地域
ち い き

の窓口
まどぐち

の設置
せ っ ち

や民生
みんせい

委員
い い ん

、障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

、消費者
しょうひしゃ

団体
だんたい

の

活用
かつよう

等
とう

も検討
けんとう

されるべきであり、グループフォーラム等
とう

の事例
じ れ い

もあるが、

消費者
しょうひしゃ

団体
だんたい

や地域
ち い き

で活動
かつどう

する様々
さまざま

な団体
だんたい

と障害者
しょうがいしゃ

との連携
れんけい

の促進
そくしん

を図
はか

る

見守
み ま も

りネットワークの県
けん

単位
た ん い

開催
かいさい

の必要
ひつよう

がある。 

○ 情報
じょうほう

提供
ていきょう

に関
かん

しては、消費
しょうひ

生活
せいかつ

センターの窓口
まどぐち

において相談員
そうだんいん

の体制
たいせい

が

不十分
ふじゅうぶん

であり、小規模
しょうきぼ

な自治体
じ ち た い

における体制
たいせい

は広域的
こういきてき

に整備
せ い び

する必要
ひつよう

がある。 

 

②クーリングオフ制度
せ い ど

の改善
かいぜん

 

○ クーリングオフは、制度
せ い ど

として利用
り よ う

できるための周知
しゅうち

が必要
ひつよう

である。書面
しょめん

により説明
せつめい

を行
おこな

うことが求
もと

められているが、これは文字
も じ

が読
よ

めない障害者
しょうがいしゃ

は

活用
かつよう

することができないため改善
かいぜん

が必要
ひつよう

である。 

○ 障害者
しょうがいしゃ

については、クーリングオフの期間
き か ん

を通常
つうじょう

よりも長
なが

くすることが

必要
ひつよう

である。 

 

③消費者
しょうひしゃ

被害
ひ が い

の対応
たいおう

 

○ 消費者
しょうひしゃ

被害
ひ が い

については、被害
ひ が い

実態
じったい

の掘
ほ

り起
おこ

しが必要
ひつよう

であり、悪質
あくしつ

な事
じ

業者
ぎょうしゃ

については、行政
ぎょうせい

でしっかりと対応
たいおう

すべきである。 

 

④啓発
けいはつ

活動
かつどう

の推進
すいしん
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○ 医療
いりょう

機関
き か ん

と患者
かんじゃ

の間
あいだ

には適正
てきせい

な役務
え き む

の提供
ていきょう

が求
もと

められており、インフォー

ムドコンセント等
とう

も含
ふく

めて消費者
しょうひしゃ

基本法
きほんほう

（昭和
しょうわ

43年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

78号
ごう

）の理念
り ね ん

との

関係
かんけい

で考
かんが

える必要
ひつよう

がある。 

○ 障害者
しょうがいしゃ

については、一般
いっぱん

の消費者
しょうひしゃ

と比
くら

べて、情報
じょうほう

及
およ

び交渉力
こうしょうりょく

の面
めん

で格差
か く さ

が

生
しょう

じており、行政
ぎょうせい

が積極的
せっきょくてき

にエンパワメントする必要
ひつよう

がある。 

○ 消費者庁
しょうひしゃちょう

において、作成
さくせい

している見守
み ま も

りガイドブックは、ロールプレイン

グ等
とう

も掲載
けいさい

されており、今後
こ ん ご

、「分
わ

かりやすい版
はん

」等
とう

も作成
さくせい

が必要
ひつよう

である。 

○ 消費者
しょうひしゃ

としての権利
け ん り

に関
かん

する理解
り か い

を深
ふか

めるため、消費者
しょうひしゃ

教育
きょういく

の推進
すいしん

に関
かん

す

る法律
ほうりつ

（平成
へいせい

24年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

61号
ごう

）との関連
かんれん

を踏
ふ

まえて啓発
けいはつ

活動
かつどう

等
とう

に積極的
せっきょくてき

に取
と

り組
く

む必要
ひつよう

がある。 

 

＜新基本
しんきほん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

むべき事項
じ こ う

＞ 

◎ 消費
しょうひ

生活
せいかつ

センターにおいては、ファックスやメール等
とう

での相談
そうだん

窓口
まどぐち

を明示
め い じ

するなど、電話
で ん わ

や来訪
らいほう

しての相談
そうだん

が困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

の消費者
しょうひしゃ

相談
そうだん

へのアクセス

を改善
かいぜん

すること。 

◎ 障害者
しょうがいしゃ

の消費者
しょうひしゃ

被害
ひ が い

の実態
じったい

の掘
ほ

り起
おこ

しと、悪質
あくしつ

な事
じ

業者
ぎょうしゃ

への適切
てきせつ

な行政
ぎょうせい

指導
し ど う

が必要
ひつよう

であること。 

◎ 患者
かんじゃ

についても消費者
しょうひしゃ

としての位置付
い ち づ

けを明確
めいかく

にすること。 

◎ クーリングオフ制度
せ い ど

に関
かん

する周知
しゅうち

等
とう

、障害者
しょうがいしゃ

の消費者
しょうひしゃ

被害
ひ が い

の事前
じ ぜ ん

防止
ぼ う し

及
およ

び

被害
ひ が い

からの保護
ほ ご

について、障害者
しょうがいしゃ

にも分
わ

かりやすい周知
しゅうち

・啓発
けいはつ

が必要
ひつよう

である

こと。 
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13、選挙
せんきょ

等
とう

における配慮
はいりょ

【28条
じょう

】 

 

（１）選挙
せんきょ

等
とう

における必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

 

 

＜障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

での意見
い け ん

＞ 

①個別
こ べ つ

の配慮
はいりょ

に関連
かんれん

して 

○ 知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

の場合
ば あ い

、文字
も じ

は書
か

けないが記号
き ご う

や色
いろ

の識別
しきべつ

が可能
か の う

な人
ひと

はたくさ

んいる。他
た

の国
くに

で実施
じ っ し

されている例
れい

を参考
さんこう

として、記号
き ご う

・マーク等
とう

での候補者
こうほしゃ

の識別
しきべつ

、それによる投票
とうひょう

が実行
じっこう

されることが必要
ひつよう

である。 

○ 病院
びょういん

等
とう

に入院中
にゅういんちゅう

の選挙人
せんきょにん

には、そもそも選挙
せんきょ

公報
こうほう

も投票
とうひょう

入場券
にゅうじょうけん

もその病院
びょういん

には送
おく

られてこない。この点
てん

の配慮
はいりょ

を行
おこな

う必要
ひつよう

がある。 

○ 選挙
せんきょ

の点字
て ん じ

による「お知
し

らせ版
ばん

」が選挙
せんきょ

公報
こうほう

と同
おな

じ内容
ないよう

ではない。点字
て ん じ

や

録音
ろくおん

媒体
ばいたい

という技術的
ぎじゅつてき

な制約
せいやく

にあまり縛
しば

られずに、選挙
せんきょ

管理
か ん り

委員会
いいんかい

のホーム

ページで音声
おんせい

による選挙
せんきょ

公報
こうほう

を出
だ

せば視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

に情報
じょうほう

を提供
ていきょう

できる場合
ば あ い

もあるので、より柔軟
じゅうなん

な方法
ほうほう

を検討
けんとう

する必要
ひつよう

がある。 

○ 投票所
とうひょうじょ

の車
くるま

いす用
よう

の投票
とうひょう

ブースは低
ひく

いので、隣接
りんせつ

する一般
いっぱん

投票
とうひょう

ブースから

投票
とうひょう

内容
ないよう

が見
み

られるのではないかという心配
しんぱい

がある。ブースの位置
い ち

等
とう

の配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

である。 

 

②政党
せいとう

及
およ

び立候補者
りっこうほしゃ

による配慮
はいりょ

に関連
かんれん

して 

○ 聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

が個人
こ じ ん

演説会
えんぜつかい

等
とう

において候補者
こうほしゃ

の政見
せいけん

等
とう

を知
し

る機会
き か い

をできる

だけ確保
か く ほ

することが必要
ひつよう

である。演説会
えんぜつかい

等
とう

で演説
えんぜつ

内容
ないよう

を要約
ようやく

筆記
ひ っ き

し、その

文字
も じ

を OHP スクリーンに投影
とうえい

することを可能
か の う

にすること。 

○ 政見
せいけん

放送
ほうそう

において、字幕
じ ま く

の付与
ふ よ

と手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

の配置
は い ち

については、政党
せいとう

の

自主的
じしゅてき

な取組
とりくみ

だけに委
ゆだ

ねるのではなく、全
すべ

ての政党
せいとう

の理解
り か い

の上
うえ

で、実施
じ っ し

でき

るルールづくりの検討
けんとう

が必要
ひつよう

である。 

 

③郵便
ゆうびん

投票
とうひょう

制度
せ い ど

の見直
み な お

し 

○ 参政権
さんせいけん

保障
ほしょう

の観点
かんてん

から郵便
ゆうびん

等
とう

投票
とうひょう

ができる者
もの

及
およ

び郵便
ゆうびん

等
とう

投票
とうひょう

における

代理
だ い り

記載
き さ い

のできる者
もの

の範囲
は ん い

を拡大
かくだい

することが必要
ひつよう

である。具体的
ぐたいてき

には、介護
か い ご

保険
ほ け ん

の要介護
ようかいご

５に該当
がいとう

しない者
もの

でも事実上
じじつじょう

、外出
がいしゅつ

が困難
こんなん

と認
みと

められる在宅
ざいたく

の

寝
ね

たきりの高齢者
こうれいしゃ

、重度
じゅうど

の紫外線
しがいせん

アレルギー、精神病
せいしんびょう

等
とう

の疾病
しっぺい

のため外出
がいしゅつ

で

きない者
もの

等
とう

に拡
ひろ

げること。 
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○ 郵便
ゆうびん

等
とう

投票
とうひょう

については、視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

が点字
て ん じ

で投票
とうひょう

できるようにすること。 

 

④不在者
ふざいしゃ

投票
とうひょう

制度
せ い ど

等
とう

の見直
み な お

し 

○ 知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

の施設
し せ つ

においては、本人
ほんにん

が１人
ひ と り

で投票所
とうひょうじょ

に行
い

くことが困難
こんなん

な

現状
げんじょう

があり、入所
にゅうしょ

施設内
しせつない

で不在者
ふざいしゃ

投票
とうひょう

ができる施設
し せ つ

の対象
たいしょう

として知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の施設
し せ つ

も含
ふく

めることが必要
ひつよう

である。 

○ 郵便
ゆうびん

投票
とうひょう

等
とう

や不在者
ふざいしゃ

投票
とうひょう

施設
し せ つ

における不在者
ふざいしゃ

投票
とうひょう

は、障害者
しょうがいしゃ

が他
た

の人
ひと

と

同様
どうよう

に投票所
とうひょうじょ

で投票
とうひょう

することができない場合
ば あ い

に対
たい

する暫定
ざんてい

措置
そ ち

とすべきで

あり、基本的
きほんてき

には投票所
とうひょうじょ

に行
おこな

って投票
とうひょう

できるようにすることが必要
ひつよう

である。 

○ 知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

の施設
し せ つ

で不在者
ふざいしゃ

投票
とうひょう

を可能
か の う

にすると、投票所
とうひょうじょ

に出
で

かけることが

社会
しゃかい

参加
さ ん か

の機会
き か い

のひとつであったことが、それを制限
せいげん

することにつながる

懸念
け ね ん

がある。 

○ 不在者
ふざいしゃ

投票
とうひょう

のできる施設
し せ つ

に知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

の施設
し せ つ

を入
い

れることは、都道府県
と ど う ふ け ん

の

選管
せんかん

連合会
れんごうかい

からの法
ほう

改正
かいせい

要望
ようぼう

でもある。当該
とうがい

施設
し せ つ

の入所者
にゅうしょしゃ

が対象
たいしょう

になるが、

その施設
し せ つ

で投票
とうひょう

するかしないかは、あくまでも本人
ほんにん

の選択
せんたく

になる。 

○ 老人
ろうじん

ホーム等
とう

の施設
し せ つ

における不在者
ふざいしゃ

投票
とうひょう

の在
あ

り方
かた

は、運用上
うんようじょう

、問題
もんだい

がある

（施設
し せ つ

の長
ちょう

等
とう

に誘導
ゆうどう

されて投票
とうひょう

する等
とう

）ので、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

や高齢者
こうれいしゃ

（特
とく

に

認知症
にんちしょう

の人
ひと

等
とう

）の不在者
ふざいしゃ

投票
とうひょう

に伴
ともな

うチェック機能
き の う

が望
のぞ

まれる。 

 

⑤その他
た

の制度上
せいどじょう

の見直
み な お

し 

○ 最高
さいこう

裁判所裁
さいばんしょさい

判官
はんがん

国民
こくみん

審査
し ん さ

の視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

の点字
て ん じ

投票
とうひょう

では、一般
いっぱん

投票
とうひょう

と同様
どうよう

に記号
き ご う

等
とう

により投票
とうひょう

できるようにすること。 

○ 聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

は電話
で ん わ

を使
つか

うことができないが、加
くわ

えて、選挙
せんきょ

運動
うんどう

においては

ファックスやメールの使用
し よ う

は公職
こうしょく

選挙法
せんきょほう

に抵触
ていしょく

するため、大
おお

きな制約
せいやく

を受
う

け

る。こうした点
てん

について、柔軟
じゅうなん

な見直
み な お

しが求
もと

められる。 

○ 選挙
せんきょ

情報
じょうほう

等
とう

の提供
ていきょう

に関
かん

する公職
こうしょく

選挙法
せんきょほう

改正
かいせい

については、政党
せいとう

の理解
り か い

の上
うえ

で、

障害者
しょうがいしゃ

の参加
さ ん か

・参画
さんかく

の下
もと

で検討
けんとう

が行
おこな

われるようにすること。 

 

＜新基本
しんきほん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

むべき事項
じ こ う

＞ 

◎ 全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

に選挙
せんきょ

情報
じょうほう

を障害
しょうがい

特性
とくせい

に応
おう

じた形
かたち

で提供
ていきょう

するために、手話
し ゅ わ

、

点字
て ん じ

、音声
おんせい

等
とう

による候補者
こうほしゃ

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

等
とう

、柔軟
じゅうなん

かつ多様
た よ う

な方法
ほうほう

による選挙
せんきょ

情報
じょうほう

の提供
ていきょう

を検討
けんとう

する必要
ひつよう

があること。 

◎ 記号
き ご う

やマーク等
とう

での分
わ

かりやすい候補者
こうほしゃ

の識別
しきべつ

及
およ

びそれらによる投票
とうひょう

がで
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きるよう検討
けんとう

すること。 

◎ 投票所
とうひょうじょ

における投票
とうひょう

が困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

について、指定
し て い

病院
びょういん

等
とう

における不在者
ふざいしゃ

投票
とうひょう

又
また

は郵便
ゆうびん

等
とう

による不在者
ふざいしゃ

投票
とうひょう

を柔軟
じゅうなん

に実施
じ っ し

する検討
けんとう

を行
おこな

うこと。あわせ

て、在宅
ざいたく

の障害者
しょうがいしゃ

のインターネットによる投票
とうひょう

についても将来
しょうらい

の課題
か だ い

として

検討
けんとう

を行
おこな

うこと。 

◎ 入院中
にゅういんちゅう

の選挙人
せんきょにん

が適
てき

切
せつ

に投票
とうひょう

できるよう、指定
し て い

病院
びょういん

等
とう

での不在者
ふざいしゃ

投票
とうひょう

の

拡大
かくだい

を図
はか

ることについて検討
けんとう

を行
おこな

うこと。 

 

（２）成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

と選挙権
せんきょけん

について 

＜障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

での意見
い け ん

＞ 

○ 後見人
こうけんにん

に託
たく

す財産上
ざいさんじょう

の法的
ほうてき

な保護
ほ ご

がなされる一方
いっぽう

で、被
ひ

後見人
こうけんにん

になったと

きに選挙権
せんきょけん

を奪
うば

われてしまうのは人権上
じんけんじょう

の大
おお

きな問題
もんだい

である。人権
じんけん

を尊重
そんちょう

す

る前提
ぜんてい

で制度
せ い ど

に不備
ふ び

があるという視点
し て ん

で見直
み な お

すことが必要
ひつよう

である。 

○ 選挙
せんきょ

の公正
こうせい

を確保
か く ほ

するためどうしても選挙権
せんきょけん

を制限
せいげん

する必要
ひつよう

があるとき

は、成年被
せいねんひ

後見
こうけん

とは別
べつ

に、本人
ほんにん

の選挙権
せんきょけん

を行使
こ う し

したいという意思
い し

や能力
のうりょく

に

着目
ちゃくもく

し、選挙権
せんきょけん

を喪失
そうしつ

させるのが相当
そうとう

かどうかを特
とく

に判断
はんだん

する新
あら

たな審判
しんぱん

制度
せ い ど

を設
もう

ける必要
ひつよう

がある。 

 

（３）公的
こうてき

活動
かつどう

への障害者
しょうがいしゃ

の参画
さんかく

の拡大
かくだい

（審
しん

議会
ぎ か い

委員
い い ん

への登用
とうよう

の促進
そくしん

等
とう

） 

＜障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

での意見
い け ん

＞ 

○ コミュニケーションに課題
か だ い

がある障害者
しょうがいしゃ

にとっては、その人
ひと

の障害
しょうがい

特性
とくせい

に

見合
み あ

った支援
し え ん

方法
ほうほう

を具体的
ぐたいてき

に提案
ていあん

する必要
ひつよう

がある。 

○ 知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の審
しん

議会
ぎ か い

等
とう

への参画
さんかく

については、自治体
じ ち た い

の先進的
せんしんてき

な事例
じ れ い

を

参照
さんしょう

し、本人
ほんにん

への事前
じ ぜ ん

の十分
じゅうぶん

な情報
じょうほう

保障
ほしょう

とあわせてできる限
かぎ

り推進
すいしん

する必要
ひつよう

がある。 

○ 国
くに

や自治体
じ ち た い

の各種
かくしゅ

の審
しん

議会
ぎ か い

等
とう

における当事者
とうじしゃ

（本人
ほんにん

・家族
か ぞ く

等
とう

）の参画
さんかく

の割合
わりあい

の設定
せってい

については、二
ふた

つの考
かんが

え方
かた

が示
しめ

された。一
ひと

つは、男女
だんじょ

共同
きょうどう

参画
さんかく

政策
せいさく

に

おいて女性
じょせい

の委員
い い ん

参加
さ ん か

に中期
ちゅうき

及
およ

び長期
ちょうき

の数値
す う ち

目標
もくひょう

が設
もう

けられて進捗
しんちょく

が

定期的
ていきてき

に公表
こうひょう

されているのと同様
どうよう

に、障害者
しょうがいしゃ

についても、審
しん

議会
ぎ か い

の種類
しゅるい

にか

かわらず一定
いってい

の比率
ひ り つ

を定
さだ

めてその実現
じつげん

をめざすこと。もう一
ひと

つは、障害者
しょうがいしゃ

の

制度
せ い ど

・政策
せいさく

に関
かん

する審
しん

議会
ぎ か い

等
とう

は過半数
かはんすう

とし、一般的
いっぱんてき

制度
せ い ど

・政策
せいさく

に関
かん

する審
しん

議会
ぎ か い

等
とう

については一定
いってい

の比率
ひ り つ

を定
さだ

めてその実現
じつげん

を目指
め ざ

すという意見
い け ん

が出
だ

された。
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14、司法
し ほ う

手続
てつづき

における配慮
はいりょ

等
とう

【29条
じょう

】 

 

（１）司法
し ほ う

手続
てつづき

における必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

について 

 

＜障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

での意見
い け ん

＞ 

①刑事
け い じ

裁判
さいばん

手続
てつづき

 

○ 捜査
そ う さ

では、障害者
しょうがいしゃ

が被疑者
ひ ぎ し ゃ

となった場合
ば あ い

に求
もと

められる配慮
はいりょ

と犯罪
はんざい

の被害者
ひがいしゃ

となった場合
ば あ い

に求
もと

められる配慮
はいりょ

がある。 

○ 取調
とりしら

べの可視化
か し か

は有用
ゆうよう

であり、必要
ひつよう

である。今後
こ ん ご

は、取
と

り調
しら

べ後
ご

の弁護士
べ ん ご し

のかかわり方
かた

等
とう

について運用面
うんようめん

での検証
けんしょう

が必要
ひつよう

である。 

○ 取調
とりしら

べの可視化
か し か

では、録音
ろくおん

・録画
ろ く が

の対象
たいしょう

は知的
ち て き

障害
しょうがい

等
とう

の障害者
しょうがいしゃ

を想定
そうてい

して

いるため、本人
ほんにん

の意思
い し

決定
けってい

の確認
かくにん

方法
ほうほう

については継続的
けいぞくてき

な検証
けんしょう

が必要
ひつよう

である。 

○ 捜査
そ う さ

の段階
だんかい

、取調
とりしら

べの段階
だんかい

から公判
こうはん

段階
だんかい

まで、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

である。とくに、障害
しょうがい

特性
とくせい

に見合
み あ

った適切
てきせつ

な情報
じょうほう

保障
ほしょう

が行
おこな

われなけれ

ば真実
しんじつ

を見誤
みあやま

りえん罪
つみ

が生
う

まれてしまう危険性
きけんせい

がある。 

○ 知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

や発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

は特有
とくゆう

の誘導
ゆうどう

されやすさ等
とう

についての問題
もんだい

があ

るので、支援者
しえんしゃ

等
とう

の立会
た ち あ

いの仕組
し く

みを保障
ほしょう

したり、司法
し ほ う

や警察
けいさつ

関係者
かんけいしゃ

が、知的
ち て き

障害
しょうがい

者
しゃ

や発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

の理解
り か い

を深
ふか

める必要
ひつよう

がある。 

○ 裁判員
さいばんいん

制度
せ い ど

では、被告人
ひこくにん

が障害者
しょうがいしゃ

である場合
ば あ い

、一般
いっぱん

市民
し み ん

である裁判員
さいばんいん

が

障害
しょうがい

について十分
じゅうぶん

理解
り か い

していないと誤
あやま

った判決
はんけつ

をしてしまう可能性
かのうせい

がある

ため、障害者
しょうがいしゃ

への適切
てきせつ

な理解
り か い

を持
も

ってもらうことが必要
ひつよう

である。一方
いっぽう

、裁判員
さいばんいん

に障害者
しょうがいしゃ

が選
えら

ばれた場合
ば あ い

、十分
じゅうぶん

な情報
じょうほう

保障
ほしょう

がなければ裁判員
さいばんいん

としての職務
しょくむ

を

果
は

たせないことになる。 

 

②民事
み ん じ

裁判
さいばん

手続
てつづき

 

○ 現在
げんざい

の民事
み ん じ

裁判
さいばん

制度
せ い ど

の諸規定
しょきてい

では、情報
じょうほう

保障
ほしょう

を始
はじ

めとして、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

す

る配慮
はいりょ

がほとんど記載
き さ い

されていない。 

○ 裁判費用
さいばんひよう

については、障害
しょうがい

が理由
り ゆ う

で追加的
ついかてき

に発生
はっせい

する費用
ひ よ う

は国庫
こ っ こ

で負担
ふ た ん

す

る必要
ひつよう

がある。 

○ 裁判所
さいばんしょ

から訴状
そじょう

が視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

に送
そう

付
ふ

されても、そのままでは訴状
そじょう

を理解
り か い

で

きない。裁判所
さいばんしょ

による配慮
はいりょ

とともに、行政
ぎょうせい

による代読
だいどく

や代筆
だいひつ

等
とう

のサービス等
とう

による在宅
ざいたく

の障害者
しょうがいしゃ

が司法
し ほ う

手続
て つ づ

きに関
かん

する十分
じゅうぶん

な情報
じょうほう

保障
ほしょう

を受
う

けられる
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体制
たいせい

が必要
ひつよう

である。 

 

③刑事
け い じ

裁判
さいばん

・民事
み ん じ

裁判
さいばん

に共通
きょうつう

する問題
もんだい

 

○ 傍聴
ぼうちょう

の問題
もんだい

として、裁判所
さいばんしょ

では車
くるま

いすの傍聴
ぼうちょう

が困難
こんなん

な場合
ば あ い

もある。ろう者
しゃ

の傍聴者
ぼうちょうしゃ

が手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

を見
み

にくいことがある。障害者
しょうがいしゃ

が障害
しょうがい

のない人
ひと

と同様
どうよう

に裁判
さいばん

を傍聴
ぼうちょう

できる配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

である。 

○ 司法
し ほ う

に参加
さ ん か

する機会
き か い

が増
ふ

えているが裁判所
さいばんしょ

における障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する配慮
はいりょ

が十分
じゅうぶん

ではない。被告人
ひこくにん

への情報
じょうほう

提供
ていきょう

、また傍聴人
ぼうちょうにん

への情報
じょうほう

提供
ていきょう

、盲
もう

ろう者
しゃ

や難聴者
なんちょうしゃ

等
とう

のコミュニケーションについて裁判体
さいばんたい

ごとに対応
たいおう

が異
こと

なる。 

 

＜新基本
しんきほん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

むべき事項
じ こ う

＞ 

◎ 刑事
け い じ

事件
じ け ん

に関
かん

する手続
てつづき

の運用
うんよう

において、障害者
しょうがいしゃ

がその権利
け ん り

を円滑
えんかつ

に行使
こ う し

で

きるよう、個々
こ こ

の障害者
しょうがいしゃ

の特性
とくせい

に応
おう

じた意思
い し

疎通
そ つ う

等
とう

の手段
しゅだん

を確保
か く ほ

する等
とう

の

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を提
てい

供
きょう

すること。 

◎ 民事
み ん じ

訴訟
そしょう

等
とう

についても、個々
こ こ

の障害者
しょうがいしゃ

の特性
とくせい

に応
おう

じた意思
い し

疎通
そ つ う

等
とう

の手段
しゅだん

が

確保
か く ほ

されるよう、必要
ひつよう

な行政
ぎょうせい

サービスの提供
ていきょう

を検討
けんとう

すること。 

◎ 知的
ち て き

障害
しょうがい

によりコミュニケーションに困難
こんなん

を抱
かか

える被疑者
ひ ぎ し ゃ

等
とう

に対
たい

する取調
とりしら

べの録音
ろくおん

・録画
ろ く が

や心理
し ん り

・福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

の立会
た ち あ

い等
とう

については、現在
げんざい

試行
し こ う

されて

おり、また、取調
とりしら

べの録音
ろくおん

・録画
ろ く が

については、精神
せいしん

の障害
しょうがい

等
とう

により責任
せきにん

能力
のうりょく

に

疑義
ぎ ぎ

が生
しょう

じた被疑者
ひ ぎ し ゃ

に係
かか

る事件
じ け ん

にも拡大
かくだい

されたところ、今後
こ ん ご

もこれらの試行
し こ う

を継続
けいぞく

し、更
さら

なる検討
けんとう

を行
おこな

うこと。 

 

（２）司法
し ほ う

関係者
かんけいしゃ

に対
たい

する研修
けんしゅう

の実施
じ っ し

について 

 

＜障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

での意見
い け ん

＞ 

○ 司法
し ほ う

に関係
かんけい

する全職員
ぜんしょくいん

に対
たい

する障害
しょうがい

特性
とくせい

に対
たい

する理解
り か い

、必要
ひつよう

な支援
し え ん

、

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

等
とう

について十分
じゅうぶん

な研修
けんしゅう

が必要
ひつよう

である。 

○ 最高検
さいこうけん

に設置
せ っ ち

された「知的
ち て き

障
しょう

がい専
せん

門
もん

委員会
いいんかい

」の中
なか

に知的
ち て き

障害
しょうがい

の当事者
とうじしゃ

が

入
はい

っていない。当事者
とうじしゃ

参画
さんかく

という原則
げんそく

から構成
こうせい

等
とう

の再考
さいこう

が必要
ひつよう

である。 

○ 保護
ほ ご

観察
かんさつ

に関連
かんれん

して、保護司
ほ ご し

に対
たい

する福祉的
ふくしてき

支援
し え ん

の研修
けんしゅう

について検討
けんとう

が

必要
ひつよう

である。 

○ 刑務所
けいむしょ

には、知的
ち て き

障害
しょうがい

とろうの重複
じゅうふく

障害
しょうがい

の人
ひと

もいる。刑務官
けいむかん

に対
たい

しては、
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障害
しょうがい

の種別
しゅべつ

、特性
とくせい

ごとに研修
けんしゅう

するカリキュラムが必要
ひつよう

である。 

 

＜新基本
しんきほん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

むべき事項
じ こ う

＞ 

◎ 司法
し ほ う

に関係
かんけい

する全職員
ぜんしょくいん

に対
たい

する障害
しょうがい

特性
とくせい

に対
たい

する理解
り か い

、必要
ひつよう

な支援
し え ん

、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

等
とう

については、十分
じゅうぶん

な研修
けんしゅう

を行
おこな

うこと。 

 

（３）障害
しょうがい

を有
ゆう

する受刑者
じゅけいしゃ

・出所者
しゅっしょしゃ

等
とう

に対
たい

する処遇
しょぐう

及
およ

び支援
し え ん

の在
あ

り方
かた

について 

 

＜障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

での意見
い け ん

＞ 

①受刑者
じゅけいしゃ

の処遇
しょぐう

 

○ 受刑者
じゅけいしゃ

の中
なか

で知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

の割合
わりあい

が高
たか

いという現実
げんじつ

を踏
ふ

まえた対策
たいさく

が必要
ひつよう

である。不起訴
ふ き そ

、起訴
き そ

猶予
ゆ う よ

、処分
しょぶん

保留
ほりゅう

という形
かたち

で受刑
じゅけい

を免
まぬが

れた知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

に

ついては、福祉
ふ く し

サービスをどのように提供
ていきょう

していくのかが課題
か だ い

である。 

○ 矯正
きょうせい

施設
し せ つ

で提
てい

供
きょう

される医療
いりょう

は、一般
いっぱん

に提供
ていきょう

される水準
すいじゅん

からみて不十分
ふじゅうぶん

で

ある。 

○ 矯正
きょうせい

施設内
しせつない

では、詐病
さびょう

であると言
い

われて薬
くすり

を投与
と う よ

してもらうことができな

い。今
いま

までかかっていた主治医
し ゅ じ い

と連絡
れんらく

をとりたいなどの訴
うった

えが多
おお

いのが現状
げんじょう

である。 

○ かなり重
おも

い状態
じょうたい

にならないと医務官
い む か ん

のところまで情報
じょうほう

が入
はい

ってこないと

いう実態
じったい

があるのではないか。情報
じょうほう

の流
なが

れの検証
けんしょう

と刑務官
けいむかん

、医務官
い む か ん

のスクリ

ーニングに関
かん

する研修
けんしゅう

が必要
ひつよう

である。 

○ 刑務
け い む

所内
しょない

の介助
かいじょ

について、福祉
ふ く し

機器
き き

の提供
ていきょう

と同
おな

じように介助
かいじょ

の位置付
い ち づ

けを

明確
めいかく

にする必要
ひつよう

がある。 

○ 刑務
け い む

所内
しょない

の介助
かいじょ

に関連
かんれん

して、介護
か い ご

が必要
ひつよう

な人
ひと

は福祉
ふ く し

刑務所
けいむしょ

のような特化
と っ か

ユ

ニットを今後
こ ん ご

はつくることも必要
ひつよう

ではないか。 

○ 刑務
け い む

所内
しょない

の聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

については、手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

や要約
ようやく

筆記
ひ っ き

の派遣
は け ん

を利用
り よ う

し

専門的
せんもんてき

な人
ひと

を配置
は い ち

するべきである。 

○ 日本
に ほ ん

は欧米
おうべい

の刑事
け い じ

施設
し せ つ

と比
くら

べて処遇
しょぐう

が非常
ひじょう

に厳
きび

しい。刑務官
けいむかん

は怒鳴
ど な

りっぱ

なしで知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

は萎縮
いしゅく

してしまい、自分
じ ぶ ん

の言
い

いたいことも言
い

えない状況
じょうきょう

を

経験
けいけん

した。処遇
しょぐう

の在
あ

り方
かた

の再検討
さいけんとう

がまず必要
ひつよう

である。 

○ 受刑者
じゅけいしゃ

への処遇
しょぐう

に関
かん

するプログラムは検証
けんしょう

が必要
ひつよう

であるが、出所後
しゅっしょご

の地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

の在
あ

り方
かた

とともに、今後
こ ん ご

の障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

及
およ

び障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

の段取
だ ん ど
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りの中
なか

でどの程度
て い ど

までを目標
もくひょう

にしていくかを考
かんが

える必要
ひつよう

がある。 

○ 各刑事
かくけいじ

施設
し せ つ

では、医療
いりょう

や介助
かいじょ

等
とう

の様々
さまざま

な合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

にかかわる対応
たいおう

に格差
か く さ

がある。各刑事
かくけいじ

施設
し せ つ

全体
ぜんたい

に共
きょう

通
つう

するガイドラインの策定
さくてい

と実施
じ っ し

が必要
ひつよう

である。 

 

②出所者
しゅっしょしゃ

に対
たい

する支援
し え ん

 

○ 処分
しょぶん

決定
けってい

に至
いた

るまでの過
か

程
てい

を踏
ふ

まえて、社会
しゃかい

に戻
もど

る段階
だんかい

で支援
し え ん

プログラム

をつくる必要
ひつよう

がある。 

○ 地域
ち い き

生活
せいかつ

定着
ていちゃく

支援
し え ん

センター等
とう

と刑務
け い む

所内
しょない

でのプログラムの展開
てんかい

をあわせ

て個別
こ べ つ

支援
し え ん

計画
けいかく

をつくる必要
ひつよう

がある。 

○ 地域
ち い き

生活
せいかつ

定着
ていちゃく

支援
し え ん

センターは、都道府県
と ど う ふ け ん

が実施
じ っ し

主体
しゅたい

になって民間
みんかん

だけでは

できないことを補
おぎな

うが、まだ緒
ちょ

についたところである。先行
せんこう

モデルを目標
もくひょう

に

していったらいいのではないか。 

○ 累犯
るいはん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

移行
い こ う

に当
あ

たっては、安易
あ ん い

に施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

が選択
せんたく

されることが

ないように配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

である。 

○ 刑務所
けいむしょ

を満期
ま ん き

で出所
しゅっしょ

しても、精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉法
ふくしほう

による通報
つうほう

がされると措置
そ ち

入院
にゅういん

になる。満期
ま ん き

で責任
せきにん

を果
は

たしているのに、一方的
いっぽうてき

な通報
つうほう

で精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉法
ふくしほう

による措置
そ ち

入院
にゅういん

につながる事例
じ れ い

もあるのはおかしい。 

○ 地方
ち ほ う

自治体
じ ち た い

の先行
せんこう

事例
じ れ い

を検
けん

証
しょう

し、累犯
るいはん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

移行
い こ う

・地域
ち い き

定着
ていちゃく

を推進
すいしん

する必要
ひつよう

がある。 

 

＜新基本
しんきほん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

むべき事項
じ こ う

＞ 

◎ 受刑者
じゅけいしゃ

の処遇
しょぐう

に関
かん

する中
なか

で、特
とく

に、医療
いりょう

の提供
ていきょう

の水準
すいじゅん

を確保
か く ほ

すること。 

◎ 先行
せんこう

事例
じ れ い

の検証
けんしょう

を踏
ふ

まえて障害
しょうがい

特性
とくせい

に応
おう

じた個別
こ べ つ

の矯正
きょうせい

プログラムを提供
ていきょう

し、出所後
しゅっしょご

の地域
ち い き

移行
い こ う

・地域
ち い き

定着
ていちゃく

支援
し え ん

につなげること。 

◎ 介助
かいじょ

が必要
ひつよう

な障害者
しょうがいしゃ

には、介助
かいじょ

を受
う

けることができるよう体制
たいせい

の整備
せ い び

を図
はか

り、その他
た

障害
しょうがい

のない受刑者
じゅけいしゃ

と同等
どうとう

の処遇
しょぐう

を得
え

るために必要
ひつよう

な合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を

確保
か く ほ

すること。 

◎ 保護
ほ ご

観察所
かんさつじょ

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

との連携
れんけい

の下
もと

、障害者
しょうがいしゃ

が出所後
しゅっしょご

に必要
ひつよう

な福祉的
ふくしてき

支援
し え ん

を受
う

けることができるよう、地域
ち い き

生活
せいかつ

定着
ていちゃく

支援
し え ん

センター等
とう

による支援
し え ん

の

充実
じゅうじつ

を図
はか

ること。ただし、それは隔離的
かくりてき

な処遇
しょぐう

であってはならないことに留意
りゅうい

すること。 
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15、国際
こくさい

協力
きょうりょく

【30条
じょう

】 

 

＜障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

での意見
い け ん

＞ 

○ 2013年
ねん

から始
はじ

まる新
しん

アジア太平洋
たいへいよう

障害者
しょうがいしゃ

の十年
じゅうねん

においても、国連
こくれん

アジア

太平洋
たいへいよう

経済
けいざい

社会
しゃかい

委員会
いいんかい

（ESCAP）への日本
に ほ ん

政府
せ い ふ

からの財政
ざいせい

支援
し え ん

はこれまでの

水準
すいじゅん

が保
たも

たれるべきである。市民
し み ん

社会
しゃかい

との連携
れんけい

を確保
か く ほ

しつつ、国際
こくさい

協力
きょうりょく

が

展開
てんかい

されるべきである。 

○ 現在
げんざい

の政府
せ い ふ

開発
かいはつ

援助
えんじょ

大綱
たいこう

は社会的
しゃかいてき

弱者
じゃくしゃ

に障害者
しょうがいしゃ

が含
ふく

まれているが、障害
しょうがい

分野
ぶ ん や

の位置付
い ち づ

けが明確
めいかく

にはない。今後
こ ん ご

見直
み な お

しの際
さい

には、障害
しょうがい

分野
ぶ ん や

を明確
めいかく

に

位置付
い ち づ

けるべきである。 

○ 政府
せ い ふ

開発
かいはつ

援助
えんじょ

に関
かん

する中期
ちゅうき

政策
せいさく

の改定
かいてい

の際
さい

に、障害者
しょうがいしゃ

を明記
め い き

するべきであ

る。 

○ 国際
こくさい

協力
きょうりょく

の取組
とりくみ

においても障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

という国際的
こくさいてき

な規範
き は ん

を踏
ふ

まえ、

日本
に ほ ん

政府
せ い ふ

が条約
じょうやく

を順守
じゅんしゅ

する姿勢
し せ い

で臨
のぞ

むべきである。その際
さい

、教育
きょういく

においては、

インクルーシブ教育
きょういく

を推進
すいしん

するようにすべきである。 

○ 国際
こくさい

協力
きょうりょく

全体
ぜんたい

の基本的
きほんてき

理念
り ね ん

には、共生
きょうせい

、物理的
ぶつりてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

、インクルーシ

ブ教育
きょういく

の推進
すいしん

、災害
さいがい

対策
たいさく

の推進
すいしん

等
とう

が盛
も

り込
こ

まれるべきである。 

○ これまでの国際
こくさい

協力
きょうりょく

においては、自力
じ り き

で職業
しょくぎょう

訓練所
くんれんじょ

等
とう

に通
かよ

うことができる

など、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

が確保
か く ほ

されずに障害者
しょうがいしゃ

による自己
じ こ

努力
どりょく

が強
し

いられてきた。

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

な重度
じゅうど

の障害者
しょうがいしゃ

も、支援
し え ん

の対象
たいしょう

に含
ふく

めるべきである。 

○ 重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

自身
じ し ん

が国際
こくさい

協力
きょうりょく

を行
おこな

うことによって、地域
ち い き

生活
せいかつ

をしている

障害者
しょうがいしゃ

のロールモデルになり、障害者
しょうがいしゃ

のエンパワメントにつながる。 

○ 草
くさ

の根
ね

・人間
にんげん

の安全
あんぜん

保障
ほしょう

無償
むしょう

資金
し き ん

援助
えんじょ

は箱物
はこもの

を作
つく

る傾向
けいこう

が強
つよ

いが、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

生活
せいかつ

の保障
ほしょう

を基本的
きほんてき

施策
し さ く

に位置付
い ち づ

け、その実現
じつげん

に寄与
き よ

するよう援助
えんじょ

が

行
おこな

われるべきである。 

○ 障害者
しょうがいしゃ

の芸術
げいじゅつ

文化
ぶ ん か

活動
かつどう

の交流
こうりゅう

についても、国際
こくさい

協力
きょうりょく

として新基本
しんきほん

計画
けいかく

に

位置付
い ち づ

けた推進
すいしん

が行
おこな

われるべきである。 

○ 障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

にある障害者
しょうがいしゃ

の尊厳
そんげん

及
およ

び権利
け ん り

の確保
か く ほ

に資
し

する観点
かんてん

から、

国際
こくさい

協調
きょうちょう

の下
もと

で国内
こくない

施策
し さ く

を進
すす

めるべきである。 

○ 他
ほか

の国
くに

をリードする立場
た ち ば

からも、日本
に ほ ん

政府
せ い ふ

として障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

の選択
せんたく

議定書
ぎていしょ

の締結
ていけつ

について積極的
せっきょくてき

に取
と

り組
く

むべきである。 
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＜新基本
しんきほん

計画
けいかく

に盛
も

り込
こ

むべき事項
じ こ う

＞ 

◎ 新
しん

アジア太平洋
たいへいよう

障害者
しょうがいしゃ

の十年
じゅうねん

に関
かん

する行動
こうどう

計画
けいかく

としての仁川
いんちょん

戦略
せんりゃく

を推進
すいしん

すること。 

◎ 障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

における障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

保障
ほしょう

に資
し

するよう、障害者
しょうがいしゃ

団体間
だんたいかん

の

国際
こくさい

交流
こうりゅう

、政府
せ い ふ

や民間
みんかん

団体
だんたい

による各種
かくしゅ

協力
きょうりょく

等
とう

の国際
こくさい

協力
きょうりょく

を強化
きょうか

すること。 

◎ 政府
せ い ふ

開発
かいはつ

援助
えんじょ

大綱
たいこう

の次期
じ き

改定
かいてい

においては、障害者
しょうがいしゃ

分野
ぶ ん や

の位置付
い ち づ

けを明確
めいかく

に

するよう検討
けんとう

すること。 

◎ 国際
こくさい

協力
きょうりょく

の取組
とりくみ

の提供
ていきょう

と受入
うけいれ

の双方
そうほう

に開発
かいはつ

のパートナーとして障害者
しょうがいしゃ

の

参画
さんかく

を得
え

つつ、障害
しょうがい

分野
ぶ ん や

における国際
こくさい

協力
きょうりょく

を実施
じ っ し

すること。 

◎ 障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

の締結
ていけつ

に向
む

け、国内
こくない

制度
せ い ど

の必要
ひつよう

な整備
せ い び

を一層
いっそう

進
すす

めるととも

に、選択
せんたく

議定書
ぎていしょ

の締結
ていけつ

についても検討
けんとう

を進
すす

めること。 
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Ⅴ 推進
すいしん

体制
たいせい

等
とう

 

 

１、推進
すいしん

体制
たいせい

の構築
こうちく

 

新基本
しんきほん

計画
けいかく

の期間内
きかんない

において障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

の締結
ていけつ

が想定
そうてい

されることから、

障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

が求
もと

める国内
こくない

実施
じ っ し

体制
たいせい

を明確
めいかく

にする必要
ひつよう

がある。 

すなわち、障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

第
だい

33 条
じょう

第
だい

１項
こう

で、同条約
どうじょうやく

の実施
じ っ し

に関連
かんれん

する事項
じ こ う

を取
と

り扱
あつか

う中央
ちゅうおう

連絡先
れんらくさき

や政
せい

府内
ふ な い

における調整
ちょうせい

のための仕組
し く

みについて、同条
どうじょう

第
だい

２項
こう

では、条約
じょうやく

の実施
じ っ し

を促進
そくしん

し、保護
ほ ご

し、及
およ

び監視
か ん し

するための枠組
わ く ぐ

みにつ

いてそれぞれ言及
げんきゅう

しているが、締結
ていけつ

後
ご

の同条約
どうじょうやく

の実施
じ っ し

を念頭
ねんとう

に、障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

の

推進
すいしん

体制
たいせい

の在
あ

り方
かた

を改
あらた

めて検討
けんとう

することが求
もと

められる。 

 

２、関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

 

（１）同条約
どうじょうやく

第
だい

33 条
じょう

第
だい

１項
こう

に規定
き て い

される政
せい

府内
ふ な い

における調整
ちょうせい

のための仕組
し く

みに

関連
かんれん

するが、省庁間
しょうちょうかん

の連携
れんけい

に加
くわ

え、周辺
しゅうへん

領域
りょういき

の基本
き ほ ん

計画
けいかく

に係
かか

る事項
じ こ う

を所管
しょかん

す

る委員会
いいんかい

等
とう

との連携
れんけい

を図
はか

るべきである。 

（２）同時
ど う じ

に、新基本
しんきほん

計画
けいかく

の推進
すいしん

体制
たいせい

は第
だい

一義的
いちぎてき

には国
くに

が責任
せきにん

を持
も

つべきであ

るが、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

・民間
みんかん

団体
だんたい

・障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

との協働
きょうどう

も必要
ひつよう

不可欠
ふ か け つ

であるこ

とを認識
にんしき

し、その連携
れんけい

を図
はか

る必要
ひつよう

がある。 

 

３、広報
こうほう

啓発
けいはつ

 

広報
こうほう

啓発
けいはつ

により市民
し み ん

の障害者
しょうがいしゃ

への理解
り か い

を広
ひろ

げ、態度
た い ど

や対応
たいおう

の改善
かいぜん

につなげ

ることは新基本
しんきほん

計画
けいかく

を推進
すいしん

するに当
あ

たり不可欠
ふ か け つ

である。したがって、広報
こうほう

啓発
けいはつ

については現行
げんこう

基本
き ほ ん

計画
けいかく

のように分野
ぶ ん や

別
べつ

施策
し さ く

で述
の

べるのではなく、推進
すいしん

体制
たいせい

の項目
こうもく

に移
うつ

すべきである。 

 

４、障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

の実施
じ っ し

状況
じょうきょう

の監
かん

視
し

及
およ

び勧告
かんこく

等
とう

について 

（１）障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

の位置付
い ち づ

け 

障害者
しょうがいしゃ

基本法上
きほんほうじょう

、障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

は、 

①障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

策定
さくてい

に関
かん

して意見
い け ん

を述
の

べること、 

②障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

に関
かん

して調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

し、必要
ひつよう

があると認
みと

めるときは、内閣
ないかく

総理
そ う り

大臣
だいじん

又
また

は関係
かんけい

各
かく

大臣
だいじん

に対
たい

し、意見
い け ん

を述
の

べること 

③障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

の実施
じ っ し

状況
じょうきょう

を監
かん

視
し

し、必要
ひつよう

があると認
みと

めるときは、内閣
ないかく
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総理
そ う り

大臣
だいじん

又
また

は内閣
ないかく

総理
そ う り

大臣
だいじん

を通
つう

じて関係
かんけい

各大臣
かくだいじん

に勧告
かんこく

すること 

等
とう

について、責務
せ き む

を果
は

たすことが求
もと

められている。 

これらの点
てん

からすると、障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

は、障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

の策定
さくてい

と

実施
じ っ し

状況
じょうきょう

の監
かん

視
し

、あるいは、障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

に関
かん

する調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

を通
つう

じて、必要
ひつよう

な

ときには、意見
い け ん

を述
の

べ、あるいは勧告
かんこく

するといった方法
ほうほう

により、障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

の推進
すいしん

に寄与
き よ

することが求
もと

められている。これらのことを新基本
しんきほん

計画
けいかく

の上
うえ

で

も、推進
すいしん

体制
たいせい

として明確
めいかく

にすべきである。 

 

（２）監視
か ん し

の在
あ

り方
かた

 

障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

における新基本
しんきほん

計画
けいかく

の実施
じ っ し

状況
じょうきょう

の監視
か ん し

に当
あ

たり、その

体制
たいせい

や方法
ほうほう

について、検討
けんとう

することが求
もと

められる。その際
さい

、評価
ひょうか

、検証
けんしょう

、見直
み な お

しのサイクルを明示
め い じ

することが重要
じゅうよう

である。 

また、監視
か ん し

するには、監視
か ん し

のための指標
しひょう

や数値
す う ち

目標
もくひょう

を設定
せってい

することが重要
じゅうよう

である。特
とく

に、障害
しょうがい

のない市民
し み ん

との格差
か く さ

や地域間
ちいきかん

格差
か く さ

の状況
じょうきょう

を明
あき

らかにする

指標
しひょう

を据
す

えることが求
もと

められるが、その他
た

、監視
か ん し

のための指標
しひょう

としていかな

るものが必要
ひつよう

であるのかの検討
けんとう

が必要
ひつよう

である。その検討
けんとう

に当
あ

たっては、その

指標
しひょう

設定
せってい

により、いかなる成果
せ い か

がもたらされるのかといった観点
かんてん

からの検討
けんとう

も重要
じゅうよう

である。 

さらに、一般的
いっぱんてき

な監視
か ん し

に加
くわ

え、テーマを絞
しぼ

った集中的
しゅうちゅうてき

な監視
か ん し

の実施
じ っ し

、とり

わけ、「Ⅲ 先送
さきおく

りできない重要
じゅうよう

な課題
か だ い

」に関連
かんれん

する施策
し さ く

の実施
じ っ し

状況
じょうきょう

、「Ⅴ ６．

法制的
ほうせいてき

整備
せ い び

」の進捗
しんちょく

状況
じょうきょう

の監視
か ん し

は重要
じゅうよう

である。 

なお、監視
か ん し

に当
あ

たっての各省庁
かくしょうちょう

との連携
れんけい

の在
あ

り方
かた

等
とう

も、検討
けんとう

すべきである。 

 

（３）検討
けんとう

結果
け っ か

の反映
はんえい

 

新基本
しんきほん

計画
けいかく

の実施
じ っ し

状況
じょうきょう

についての監視
か ん し

の在
あ

り方
かた

については、十分
じゅうぶん

に検討
けんとう

できる時間的
じかんてき

余裕
よ ゆ う

がないことに鑑
かんが

みて、引
ひ

き続
つづ

き、政策
せいさく

委員会
いいんかい

において検討
けんとう

すべきであるが、その検討
けんとう

に基
もと

づく結果
け っ か

については、随時
ず い じ

、新基本
しんきほん

計画
けいかく

の

監視
か ん し

の手段
しゅだん

として実施
じ っ し

に移
うつ

されるべきである。 

 

５、調査
ちょうさ

及
およ

びデータの収集
しゅうしゅう

と公開
こうかい

について 

（１）障害者
しょうがいしゃ

と障害
しょうがい

のない人
ひと

別
べつ

の統計
とうけい

 

障害者
しょうがいしゃ

と障害
しょうがい

のない人
ひと

との比較
ひ か く

が可能
か の う

となるデータの収集
しゅうしゅう

が必要
ひつよう

である。 



- 77 - 
 

 

（２）男女
だんじょ

別
べつ

統計
とうけい

 

障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

に関
かん

する統計
とうけい

を取
と

るときには男女
だんじょ

別
べつ

の統計
とうけい

を取
と

るべきである。 

 

（３）データ収集
しゅうしゅう

の在
あ

り方
かた

 

監視
か ん し

のためのデータ収集
しゅうしゅう

について、これまでに全
まった

くなかったデータを収集
しゅうしゅう

する必要
ひつよう

がある場合
ば あ い

と、既存
き そ ん

のデータについて障害
しょうがい

という視点
し て ん

から再構築
さいこうちく

す

ることで必要
ひつよう

なデータを利用
り よ う

できる場合
ば あ い

、又
また

は、これまで行
おこな

われているデー

タ収集
しゅうしゅう

に際
さい

して障害
しょうがい

に関連
かんれん

する指標
しひょう

を入
い

れ込
こ

むことで必要
ひつよう

なデータとして

利用
り よ う

できる場合
ば あ い

等
とう

があると思
おも

われるが、その際
さい

には、統計
とうけい

にかかる基本
き ほ ん

計画
けいかく

を

所管
しょかん

する統計
とうけい

委員会
いいんかい

や隣接
りんせつ

領域
りょういき

の施策
し さ く

を所管
しょかん

する省庁
しょうちょう

との連携
れんけい

を図
はか

ることが

重要
じゅうよう

である。 

また、独自
ど く じ

の調査
ちょうさ

研究
けんきゅう

や情報
じょうほう

収集
しゅうしゅう

が必要
ひつよう

な場合
ば あ い

には、事務局
じむきょく

体制
たいせい

と予算
よ さ ん

が

確保
か く ほ

されなければならない。なお、これらにより収集
しゅうしゅう

されたデータは、プラ

イバシー等
とう

に配慮
はいりょ

しつつ、公開
こうかい

されるものとする。 

 

（４）都道府県
と ど う ふ け ん

等
とう

が作成
さくせい

する都道府県
と ど う ふ け ん

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

等
とう

に関
かん

する情報
じょうほう

収集
しゅうしゅう

 

障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

は、都道府県
と ど う ふ け ん

等
とう

が障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

に基
もと

づいて策定
さくてい

する

都道府県
と ど う ふ け ん

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

やその実施
じ っ し

状況
じょうきょう

、合議制
ごうぎせい

の機関
き か ん

の活動
かつどう

状況
じょうきょう

に関
かん

する資料
しりょう

を収集
しゅうしゅう

し、把握
は あ く

することが期待
き た い

される。その上
うえ

で、障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

として

は、それらの状況
じょうきょう

を踏
ふ

まえて、国
くに

の障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

の策定
さくてい

に関
かん

し意見
い け ん

を述
の

べ、

また、その実施
じ っ し

状況
じょうきょう

を監視
か ん し

しなければならない。 

 

６、法制的
ほうせいてき

整備
せ い び

 

新基本
しんきほん

計画
けいかく

の期間
き か ん

に予定
よ て い

されている障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

禁止法
きんしほう

（仮称
かしょう

）の制定
せいてい

につい

ては、平成
へいせい

22年
ねん

６月
がつ

29日
にち

閣議
か く ぎ

決定
けってい

された「障害者
しょうがいしゃ

制度
せ い ど

改革
かいかく

の推進
すいしん

のための基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

について」に基
もと

づくものであり、かつ、障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

の批准
ひじゅん

という観点
かんてん

から必要
ひつよう

な法制的
ほうせいてき

整備
せ い び

である。また、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

の９項目
こうもく

の見直
み な お

し、

障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の３年後
ね ん ご

見直
み な お

しは、法律
ほうりつ

の附則
ふ そ く

に基
もと

づくものであり、これについ

ても、今後
こ ん ご

の法制的
ほうせいてき

整備
せ い び

が求
もと

められるところである。 

なお、法制上
ほうせいじょう

の「障害
しょうがい

」の表記
ひょうき

の在
あ

り方
かた

については、障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

におけ

る新
あたら

しい障害
しょうがい

の考
かんが

え方
かた

を踏
ふ

まえつつ、今後
こ ん ご

の国民
こくみん

、特
とく

に障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

の意向
い こ う

を踏
ふ

ま
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えて検討
けんとう

する。 

 

７、都道府県
と ど う ふ け ん

及
およ

び市町村
しちょうそん

の障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

について 

都道府県
と ど う ふ け ん

及
およ

び市町村
しちょうそん

においては、次期
じ き

の改正
かいせい

年次
ね ん じ

を待
ま

つことなく、国
くに

の新基本
しんきほん

計画
けいかく

を基本
き ほ ん

とするとともに地域
ち い き

の実情
じつじょう

等
とう

を踏
ふ

まえた障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

を策定
さくてい

すること

が期待
き た い

される。 
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障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

（昭和
しょうわ

四十五
よんじゅうご

法律
ほうりつ

第八十四号
だいはちじゅうよんごう

） 抄
しょう

 

 

(障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

等
とう

) 

第十一条
だいじゅういちじょう

 政府
せ い ふ

は、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

及
およ

び社会
しゃかい

参加
さ ん か

の支援
し え ん

等
とう

のための施策
し さ く

の総合的
そうごうてき

かつ

計画的
けいかくてき

な推進
すいしん

を図
はか

るため、障害者
しょうがいしゃ

のための施策
し さ く

に関
かん

する基本的
きほんてき

な計画
けいかく

(以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」という。)を策定
さくてい

しなければならない。 

２・３ （略
りゃく

） 

４ 内閣
ないかく

総理
そ う り

大臣
だいじん

は、関係
かんけい

行政
ぎょうせい

機関
き か ん

の長
ちょう

に協議
きょうぎ

するとともに、障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

の

意見
い け ん

を聴
き

いて、障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

の案
あん

を作成
さくせい

し、閣議
か く ぎ

の決定
けってい

を求
もと

めなければならな

い。 

５～８ （略
りゃく

） 

９ 第四項
だいよんこう

及
およ

び第七項
だいしちこう

の規定
き て い

は障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

の変更
へんこう

について、第五項
だいごこう

及
およ

び前項
ぜんこう

の

規定
き て い

は都道府県
と ど う ふ け ん

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

の変更
へんこう

について、第六項
だいろくこう

及
およ

び前項
ぜんこう

の規定
き て い

は市町村
しちょうそん

障害者
しょうがいしゃ

計画
けいかく

の変更
へんこう

について準用
じゅんよう

する。 

 

第四章
だいよんしょう

 障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

等
とう

 

(障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

の設置
せ っ ち

) 

第三十二条
だいさんじゅうにじょう

 内閣府
ないかくふ

に、障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

(以下
い か

「政策
せいさく

委員会
いいんかい

」という。)を置
お

く。 

２ 政策
せいさく

委員会
いいんかい

は、次
つぎ

に掲
かか

げる事務
じ む

をつかさどる。 

一
いち

 障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

に関
かん

し、第十一条
だいじゅういちじょう

第四項
だいよんこう

(同条
どうじょう

第九項
だいきゅうこう

において準用
じゅんよう

する場合
ば あ い

を含
ふく

む。)に規定
き て い

する事項
じ こ う

を処理
し ょ り

すること。 

二
に

 前号
ぜんごう

に規定
き て い

する事項
じ こ う

に関
かん

し、調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

し、必要
ひつよう

があると認
みと

めるときは、内閣
ないかく

総理
そ う り

大臣
だいじん

又
また

は関係
かんけい

各
かく

大臣
だいじん

に対
たい

し、意見
い け ん

を述
の

べること。 

三
さん

 障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

の実施
じ っ し

状況
じょうきょう

を監
らん

視
し

し、必要
ひつよう

があると認
みと

めるときは、内閣
ないかく

総理
そ う り

大臣
だいじん

又
また

は内閣
ないかく

総理
そ う り

大臣
だいじん

を通
つう

じて関係
かんけい

各大臣
かくだいじん

に勧告
かんこく

すること。 

３ 内閣
ないかく

総理
そ う り

大臣
だいじん

又
また

は関係
かんけい

各大臣
かくだいじん

は、前項
ぜんこう

第三号
だいさんごう

の規定
き て い

による勧告
かんこく

に基
もと

づき講
こう

じた

施策
し さ く

について政策
せいさく

委員会
いいんかい

に報告
ほうこく

しなければならない。 

 

(政策
せいさく

委員会
いいんかい

の組織
そ し き

及
およ

び運営
うんえい

) 

第三十三条
だいさんじゅうさんじょう

 政策
せいさく

委員会
いいんかい

は、委員
い い ん

三十人
さんじゅうにん

以内
い な い

で組織
そ し き

する。 

２ 政策
せいさく

委員会
いいんかい

の委員
い い ん

は、障害者
しょうがいしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

及
およ

び社会
しゃかい

参加
さ ん か

に関
かん

する事業
じぎょう

に従事
じゅうじ

する者
もの

並
なら

びに学識
がくしき

経験
けいけん

のある者
もの

のうちから、内閣
ないかく

総理
そ う り

大臣
だいじん

が任命
にんめい

する。この場合
ば あ い

において、委員
い い ん

の構成
こうせい

については、政策
せいさく

委員会
いいんかい

が様々
さまざま

な障害者
しょうがいしゃ

の意見
い け ん

を聴
き

き
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障害者
しょうがいしゃ

の実情
じつじょう

を踏
ふ

まえた調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

を行
おこな

うことができることとなるよう、配慮
はいりょ

され

なければならない。 

３ 政策
せいさく

委員会
いいんかい

の委員
い い ん

は、非常勤
ひじょうきん

とする。 

 

第三十四条
だいさんじゅうよんじょう

 政策
せいさく

委員会
いいんかい

は、その所掌
しょしょう

事務
じ む

を遂行
すいこう

するため必要
ひつよう

があると認
みと

めるとき

は、関係
かんけい

行政
ぎょうせい

機関
き か ん

の長
ちょう

に対
たい

し、資料
しりょう

の提
てい

出
しゅつ

、意見
い け ん

の表明
ひょうめい

、説明
せつめい

その他
た

必要
ひつよう

な協力
きょうりょく

を求
もと

めることができる。 

２ 政策
せいさく

委員会
いいんかい

は、その所掌
しょしょう

事務
じ む

を遂行
すいこう

するため特
とく

に必要
ひつよう

があると認
みと

めるときは、

前項
ぜんこう

に規定
き て い

する者
もの

以外
い が い

の者
もの

に対
たい

しても、必要
ひつよう

な協力
きょうりょく

を依頼
い ら い

することができる。 

 

第三十五条
だいさんじゅうごじょう

 前
まえ

二条
にじょう

に定
さだ

めるもののほか、政策
せいさく

委員会
いいんかい

の組織
そ し き

及
およ

び運営
うんえい

に関
かん

し必要
ひつよう

な

事項
じ こ う

は、政令
せいれい

で定
さだ

める。 

 

 

 

障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会令
いいんかいれい

（平成
へいせい

十七年
じゅうしちねん

政令
せいれい

第百五十七号
だいひゃくごじゅうしちごう

） 

                               

（委員
い い ん

の任期
に ん き

） 

第一条
だいいちじょう

 障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

（以下
い か

「政策
せいさく

委員会
いいんかい

」という。）の委員
い い ん

の任期
に ん き

は、二年
に ね ん

とする。ただし、補欠
ほ け つ

の委員
い い ん

の任期
に ん き

は、前任者
ぜんにんしゃ

の残任
ざんにん

期間
き か ん

とする。 

２ 委員
い い ん

は、再任
さいにん

されることができる。 

 

（委員長
いいんちょう

） 

第二条
だいにじょう

 政策
せいさく

委員会
いいんかい

に、委員長
いいんちょう

を置
おき

き、委員
い い ん

の互選
ご せ ん

により選任
せんにん

する。 

２ 委員長
いいんちょう

は、会務
か い む

を総理
そ う り

し、政策
せいさく

委員会
いいんかい

を代表
だいひょう

する。 

３ 委員長
いいんちょう

に事故
じ こ

があるときは、あらかじめその指名
し め い

する委員
い い ん

が、その職務
しょくむ

を代理
だ い り

する。 

 

（専門
せんもん

委員
い い ん

） 

第三条
だいさんじょう

 政策
せいさく

委員会
いいんかい

に、専門
せんもん

の事項
じ こ う

を調査
ちょうさ

させるため必要
ひつよう

があるときは、専門
せんもん

委員
い い ん

を置
お

くことができる。 

２ 専門
せんもん

委員
い い ん

は、障害者
しょうがいしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

及
およ

び社会
しゃかい

参加
さ ん か

に関
かん

する事業
じぎょう

に従事
じゅうじ

する者
もの

並
なら

びに当該
とうがい

専門
せんもん

の事項
じ こ う

に関
かん

し学識
がくしき

経験
けいけん

のある者
もの

のうちから、内閣
ないかく

総理
そ う り

大臣
だいじん

が任命
にんめい

する。 
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３ 専門
せんもん

委員
い い ん

は、その者
もの

の任命
にんめい

に係
かかわ

る当該
とうがい

専門
せんもん

の事項
じ こ う

に関
かん

する調査
ちょうさ

が終了
しゅうりょう

したとき

は、解任
かいにん

されるものとする。 

４ 専門
せんもん

委員
い い ん

は、非常勤
ひじょうきん

とする。 

 

（幹事
か ん じ

） 

第四条
だいよんじょう

 政策
せいさく

委員会
いいんかい

に、幹事
か ん じ

を置
お

く。 

２ 幹事
か ん じ

は、関係
かんけい

行政
ぎょうせい

機関
き か ん

の職員
しょくいん

のうちから、内閣
ないかく

総理
そ う り

大臣
だいじん

が任命
にんめい

する。 

３ 幹事
か ん じ

は、政策
せいさく

委員会
いいんかい

の所掌
しょしょう

事務
じ む

について、委員
い い ん

及
およ

び専
せん

門
もん

委員
い い ん

を補佐
ほ さ

する。 

４ 幹事
か ん じ

は、非常勤
ひじょうきん

とする。 

 

（議事
ぎ じ

） 

第五条
だいごじょう

 政策
せいさく

委員会
いいんかい

は、委員
い い ん

の過半数
かはんすう

が出席
しゅっせき

しなければ、会議
か い ぎ

を開
ひら

き、議決
ぎ け つ

するこ

とができない。 

２ 政策
せいさく

委員会
いいんかい

の議事
ぎ じ

は、出席
しゅっせき

した委員
い い ん

の過半数
かはんすう

で決
けっ

し、可否
か ひ

同数
どうすう

のときは、委員長
いいんちょう

の決
けっ

するところによる。 

 

（庶務
し ょ む

） 

第六条
だいろくじょう

 政策
せいさく

委員会
いいんかい

の庶務
し ょ む

は、内閣府
ないかくふ

本府
ほ ん ふ

に置
おき

かれる政策
せいさく

統括官
とうかつかん

が処理
し ょ り

する。 

 

（雑則
ざっそく

） 

第七条
だいしちじょう

 この政令
せいれい

に定
さだ

めるもののほか、議事
ぎ じ

の手続
てつづき

その他
た

政策
せいさく

委員会
いいんかい

の運営
うんえい

に関
かん

し

必要
ひつよう

な事項
じ こ う

は、委員長
いいんちょう

が政策
せいさく

委員会
いいんかい

に諮
はか

って定
さだ

める。 
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障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

委員
い い ん

名簿
め い ぼ

 

早稲田大学大学院法務研究科教授
わせだだいがくだいがくいんほうむけんきゅうかきょうじゅ

       浅倉
あさくら

 むつ子
こ

 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

日本
に ほ ん

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

連合会
れんごうかい

理事
り じ

       阿部 一彦
あべ  かずひこ

 

◎静岡県立大学国際関係学部教授
しずおかけんりつだいがくこくさいかんけいがくぶきょうじゅ

       石川  准
いしかわ  じゅん

 

財団法人全日本ろうあ連盟理事長
ざいだんほうじんぜんにっぽん     れんめいりじちょう

        石野 富志三郎
いしの ふじさぶろう

 

一般
いっぱん

社団
しゃだん

法人
ほうじん

日本
に ほ ん

難病
なんびょう

・疾病
しっぺい

団体協
だんたいきょう

議会
ぎ か い

代表
だいひょう

理事
り じ

     伊藤 建雄
いとう  たてお

 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

ロザリオの聖母会
せ い ぼ か い

海 上 寮
かいじょうりょう

療養所
りょうようじょ

       上野 秀樹
うえの  ひでき

 

○一般
いっぱん

社団
しゃだん

法人
ほうじん

日本
に ほ ん

発達
はったつ

障害
しょうがい

ネットワーク専門
せんもん

委員
い い ん

      氏田 照子
うじた  てるこ

 

日本
に ほ ん

経済
けいざい

団体
だんたい

連合会
れんごうかい

労働
ろうどう

政策
せいさく

本部
ほ ん ぶ

主幹
しゅかん

        遠藤 和夫
えんどう かずお

 

弁護士
べ ん ご し

           大谷
おおたに

 恭子
きょうこ

 

社団
しゃだん

法人
ほうじん

全国
ぜんこく

脊髄
せきずい

損傷者
そんしょうしゃ

連合会
れんごうかい

副理事長
ふくりじちょう

       大濱
おおはま

 眞
まこと

 

特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

DPI(障害者
しょうがいしゃ

インターナショナル)日本
に ほ ん

会議
か い ぎ

事務
じ む

局 長
きょくちょう

 尾上 浩二
おのうえ こうじ

 

全国
ぜんこく

知事会
ち じ か い

（滋賀県
し が け ん

知事
ち じ

）         嘉田 由紀子
か だ  ゆ き こ

 

国立
こくりつ

社会
しゃかい

保障
ほしょう

・人口
じんこう

問題
もんだい

研究所
けんきゅうしょ

情報
じょうほう

調査
ちょうさ

分析
ぶんせき

部長
ぶちょう

      勝又 幸子
かつまた ゆきこ

 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

全国
ぜんこく

盲
もう

ろう者
しゃ

協会
きょうかい

評議員
ひょうぎいん

        門川 紳一郎
かどかわ しんいちろう

 

公益
こうえき

社団
しゃだん

法人
ほうじん

全国
ぜんこく

精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉会
ふ く し か い

連合会
れんごうかい

理事長
り じ ち ょ う

       川﨑 洋子
かわさき ようこ

 

特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

おおさか地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

ネットワーク理事長
り じ ち ょ う

     北野 誠一
きたの せいいち

 

全国
ぜんこく

市長会
しちょうかい

（三鷹
み た か

市長
しちょう

）         清原 慶子
きよはら けいこ

 

日本
に ほ ん

福祉
ふ く し

大学
だいがく

客員
きゃくいん

教授
きょうじゅ

         後藤 芳一
ごとう よしかず

 

日本
に ほ ん

社会
しゃかい

事業
じぎょう

大学
だいがく

教授
きょうじゅ

         佐藤 久夫
さとう  ひさお

 

社団
しゃだん

法人
ほうじん

全日本
ぜんにっぽん

難聴者
なんちょうしゃ

・中途失聴者
ちゅうとしっちょうしゃ

団体
だんたい

連合会
れんごうかい

副理事長
ふくりじちょう

      新谷 友良
しんたに ともよし

 

全国
ぜんこく

「精神病
せいしんびょう

」者
しゃ

集団
しゅうだん

運営
うんえい

委員
い い ん

        関口 明彦
せきぐち あきひこ

 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

日本
に ほ ん

盲人会
もうじんかい

連合
れんごう

会長
かいちょう

        竹下 義樹
たけした よしき

 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

全日本手
ぜ ん に ほ ん て

をつなぐ育成会
いくせいかい

常務
じょうむ

理事
り じ

       田中 正博
たなか まさひろ

 

ピープルファースト北海道
ほっかいどう

会長
かいちょう

        土本 秋夫
つちもと あきお

 

アジア・ディスアビリティ・インスティテート代表
だいひょう

      中西
なかにし

 由起子
ゆ き こ

 

財団
ざいだん

法人
ほうじん

日本
に ほ ん

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

協会
きょうかい

顧問
こ も ん

        中原  強
なかはら  つよし

 

日本
に ほ ん

労働
ろうどう

組合
くみあい

総連合会
そうれんごうかい

総合
そうごう

政策
せいさく

局 長
きょくちょう

        花井 圭子
はない  けいこ

 

○日本
に ほ ん

障害
しょうがい

フォーラム幹事
か ん じ

会議
か い ぎ

長
ちょう

        藤井
ふ じ い

 克
かつ

徳
のり

 

○社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

全国
ぜんこく

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

全国
ぜんこく

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

施設協
しせつきょう

議会
ぎ か い

 

制度
せ い ど

・予算
よ さ ん

対策
たいさく

委員長
いいんちょう

         三浦 貴子
みうら  たかこ

 

大阪
おおさか

大学
だいがく

大学院
だいがくいん

高等
こうとう

司法
し ほ う

研究科
けんきゅうか

教授
きょうじゅ

        棟居 快行
むねすえ としゆき

 

※東京
とうきょう

大学先端
だいがくせんたん

科学
か が く

技術
ぎじゅつ

研究
けんきゅう

センター教授
きょうじゅ

      福島
ふくしま

  智
さとし

 

◎は委員長
いいんちょう

、○は委員長
いいんちょう

代理
だ い り

、※はオブザーバー     (平成
へいせい

24年
ねん

７月
がつ

25日
にち

現在
げんざい

、五十音
ごじゅうおん

順
じゅん

)
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障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員
い い ん

 第
だい

１小委員会
しょういいんかい

 

（教育
きょういく

、文化的
ぶんかてき

諸条件
しょじょうけん

の整備
せ い び

等
とう

） 

構成員
こうせいいん

名簿
め い ぼ

 

 

（委員
い い ん

） 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

日本
に ほ ん

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

連合会
れんごうかい

理事
り じ

              阿部
あ べ

 一彦
かずひこ

 

静岡県
しずおかけん

立
りつ

大学
だいがく

国際
こくさい

関係
かんけい

学部
が く ぶ

教授
きょうじゅ

                    石川
いしかわ

  准
じゅん

 

弁護士
べ ん ご し

                               大谷
おおたに

 恭子
きょうこ

 

特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

DPI(障害者
しょうがいしゃ

インターナショナル)日本
に ほ ん

会議
か い ぎ

事務
じ む

局 長
きょくちょう

  尾上
おのうえ

 浩二
こ う じ

 

全国
ぜんこく

知事会
ち じ か い

（滋賀県
し が け ん

知事
ち じ

）                      嘉田
か だ

 由紀子
ゆ き こ

 

社団
しゃだん

法人
ほうじん

全日本
ぜんにっぽん

難聴者
なんちょうしゃ

・中途失聴者
ちゅうとしっちょうしゃ

団体
だんたい

連合会
れんごうかい

副理事長
ふくりじちょう

         新谷
しんたに

 友
とも

良
よし

 

ピープルファースト北海道
ほっかいどう

会長
かいちょう

                    土本
つちもと

 秋夫
あ き お

 

◎社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

全国
ぜんこく

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

 

全国
ぜんこく

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

施設協
しせつきょう

議会
ぎ か い

制度
せ い ど

・予算
よ さ ん

対策
たいさく

委員長
いいんちょう

            三浦
み う ら

 貴子
た か こ

 

大阪
おおさか

大学
だいがく

大学院
だいがくいん

高等
こうとう

司法
し ほ う

研究科
けんきゅうか

教授
きょうじゅ

                  棟
むね

居
すえ

 快
とし

行
ゆき

 

 

（専門
せんもん

委員
い い ん

） 

筑波
つ く ば

技術
ぎじゅつ

大学
だいがく

障害者
しょうがいしゃ

高等
こうとう

教育
きょういく

研究
けんきゅう

支援
し え ん

センター障害者
しょうがいしゃ

基礎
き そ

教育
きょういく

研究部
けんきゅうぶ

 

准
じゅん

教授
きょうじゅ

                               一木
い ち き

 玲子
れ い こ

 

新潟
にいがた

県立
けんりつ

新潟西
にいがたにし

高等学校
こうとうがっこう

教諭
きょうゆ

                      栗
くり

川
かわ

  治
おさむ

 

特定
とくてい

非営利
ひ え い り

法人
ほうじん

ろう教育
きょういく

を考
かんが

える全国
ぜんこく

協議会
きょうぎかい

理事長
り じ ち ょ う

           小中
こ な か

 栄一
えいいち

 

筑波
つ く ば

大学
だいがく

人間
にんげん

系
けい

教授
きょうじゅ

                          竹田
た け だ

 一則
かずのり

 

同志社
ど う し し ゃ

大学
だいがく

大学院
だいがくいん

博士
は か せ

後期
こ う き

課程
か て い

教授
きょうじゅ

                   藤田
ふ じ た

 紀
もと

昭
あき

 

東京
とうきょう

国立
こくりつ

近
きん

代
だい

美術館
びじゅつかん

主任
しゅにん

研究員
けんきゅういん

                    保坂
ほ さ か

 健二
け ん じ

朗
ろう

 

東洋
とうよう

大学
だいがく

文
ぶん

学部
が く ぶ

教授
きょうじゅ

                          宮
みや

﨑
ざき

 英憲
ひでのり

 

 

◎は座長
ざちょう

 

（計
けい

16人
にん

） 
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障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員
い い ん

 第
だい

２小委員会
しょういいんかい

 

（年金
ねんきん

等
とう

、職 業
しょくぎょう

相談
そうだん

等
とう

、雇用
こ よ う

の促進
そくしん

等
とう

、経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

） 

構成員
こうせいいん

名簿
め い ぼ

 

 

（委員
い い ん

） 

早稲田
わ せ だ

大学
だいがく

大学院
だいがくいん

法務
ほ う む

研究科
けんきゅうか

教授
きょうじゅ

          浅倉
あさくら

 むつ子
こ

 

一般
いっぱん

社団
しゃだん

法人
ほうじん

日本
に ほ ん

難病
なんびょう

・疾病
しっぺい

団体協
だんたいきょう

議会
ぎ か い

代表
だいひょう

理事
り じ

      伊藤
い と う

 たてお 

日本
にっぽん

経済
けいざい

団体
だんたい

連合会
れんごうかい

労働
ろうどう

政策
せいさく

本部
ほ ん ぶ

主幹
しゅかん

          遠藤
えんどう

 和夫
か ず お

 

国立
こくりつ

社会
しゃかい

保障
ほしょう

・人口
じんこう

問題
もんだい

研究所
けんきゅうしょ

情報
じょうほう

調査
ちょうさ

分析
ぶんせき

部長
ぶちょう

          勝又
かつまた

 幸子
ゆ き こ

 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

全国
ぜんこく

盲
もう

ろう者
しゃ

協会
きょうかい

評議員
ひょうぎいん

          門川
かどかわ

 紳一郎
しんいちろう

 

公益
こうえき

社団
しゃだん

法人
ほうじん

全国
ぜんこく

精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉会
ふ く し か い

連合会
れんごうかい

理事長
り じ ち ょ う

      川
かわ

﨑
さき

 洋子
よ う こ

 

全国
ぜんこく

市長会
しちょうかい

（三鷹
み た か

市長
しちょう

）              清原
きよはら

 慶子
け い こ

 

日本
に ほ ん

社会
しゃかい

事業
じぎょう

大学
だいがく

教授
きょうじゅ

                  佐藤
さ と う

 久夫
ひ さ お

 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

日本
に ほ ん

盲人会
もうじんかい

連合
れんごう

会長
かいちょう

          竹下
たけした

 義樹
よ し き

 

財団
ざいだん

法人
ほうじん

日本
に ほ ん

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

協会
きょうかい

顧問
こ も ん

          中原
なかはら

  強
つよし

 

日本
に ほ ん

労働
ろうどう

組合
くみあい

総連合会
そうれんごうかい

総合
そうごう

政策
せいさく

局 長
きょくちょう

             花井
は な い

 圭子
け い こ

 

◎日本
に ほ ん

障害
しょうがい

フォーラム幹事
か ん じ

会議
か い ぎ

長
ちょう

             藤井
ふ じ い

 克
かつ

徳
のり

 

 

（専門
せんもん

委員
い い ん

）     

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

電機
で ん き

神奈川
か な が わ

福祉
ふ く し

センター理事長
り じ ち ょ う

      石原
いしはら

 康則
やすのり

 

大妻女子
おおつまじょし

大学
だいがく

人間
にんげん

関係
かんけい

学部
が く ぶ

教授
きょうじゅ

              小川
お が わ

  浩
ひろし

 

全国
ぜんこく

社会
しゃかい

就労
しゅうろう

センター協議会
きょうぎかい

制度
せ い ど

・政策
せいさく

・予算
よ さ ん

対策
たいさく

委員長
いいんちょう

     叶
かのう

 義文
よしふみ

 

早稲田
わ せ だ

大学
だいがく

法学
ほうがく

学術院
がくじゅついん

教授
きょうじゅ

              菊池
き く ち

 馨
よし

実
み

 

慶應
けいおう

義塾
ぎじゅく

大学
だいがく

経済
けいざい

学部
が く ぶ

教授
きょうじゅ

              駒村
こまむら

 康
こう

平
へい

 

独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

高齢
こうれい

・障害
しょうがい

・求 職 者
きゅうしょくしゃ

雇用
こ よ う

支援
し え ん

機構
き こ う

職 業
しょくぎょう

リハビリテーション部
ぶ

 

指導
し ど う

課長
かちょう

                      望月
もちづき

 春樹
は る き

 

高千穂
た か ち ほ

大学
だいがく

人間
にんげん

科学部
か が く ぶ

助教
じょきょう

              百瀬
も も せ

  優
ゆう

 

 

（オブザーバー） 

東京
とうきょう

大学先端
だいがくせんたん

科学
か が く

技術
ぎじゅつ

研究
けんきゅう

センター教授
きょうじゅ

      福島
ふくしま

  智
さとし

 

法政
ほうせい

大学
だいがく

名誉
め い よ

教授
きょうじゅ

                          松井
ま つ い

 亮
りょう

輔
すけ

 

 

◎は座長
ざちょう

 

（計
けい

21人
にん

） 
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障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員
い い ん

 第
だい

３小委員会
しょういいんかい

 

（消費者
しょうひしゃ

としての障害者
しょうがいしゃ

の保護
ほ ご

、選挙
せんきょ

等
とう

における配慮
はいりょ

、司法
し ほ う

手続
て つ づ

きにおける配慮
はいりょ

等
とう

） 

構成員
こうせいいん

名簿
め い ぼ

 

 

（委員
い い ん

） 

財団
ざいだん

法人
ほうじん

全日本
ぜ ん に ほ ん

ろうあ連盟
れんめい

理事長
り じ ち ょ う

          石野
い し の

 富
ふ

志
じ

三郎
さぶろう

 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

ロザリオの聖母会
せ い ぼ か い

海 上 寮
かいじょうりょう

療養所
りょうようじょ

      上野
う え の

 秀樹
ひ で き

 

◎一般
いっぱん

社団
しゃだん

法人
ほうじん

日本
に ほ ん

発達
はったつ

障害
しょうがい

ネットワーク専門
せんもん

委員
い い ん

      氏
うじ

田
た

 照子
て る こ

 

社団
しゃだん

法人
ほうじん

全国
ぜんこく

脊髄
せきずい

損傷者
そんしょうしゃ

連合会
れんごうかい

副理事長
ふくりじちょう

          大濱
おおはま

  眞
まこと

 

特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

おおさか地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

ネットワーク理事長
り じ ち ょ う

    北野
き た の

 誠一
せいいち

 

日本
に ほ ん

福祉
ふ く し

大学
だいがく

客員
きゃくいん

教授
きょうじゅ

                  後藤
ご と う

 芳一
よしかず

 

全国
ぜんこく

「精神病
せいしんびょう

」者
しゃ

集団
しゅうだん

運営
うんえい

委員
い い ん

              関口
せきぐち

 明彦
あきひこ

 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

全日本手
ぜ ん に ほ ん て

をつなぐ育成会
いくせいかい

常務
じょうむ

理事
り じ

         田中
た な か

 正博
まさひろ

 

アジア・ディスアビリティ・インスティテート代表
だいひょう

     中西
なかにし

 由起子
ゆ き こ

 

 

（専門
せんもん

委員
い い ん

） 

弁護士
べ ん ご し

                      大胡
お お ご

田
だ

 誠
まこと

 

早稲田
わ せ だ

大学
だいがく

大学院
だいがくいん

法務
ほ う む

研究科
けんきゅうか

教授
きょうじゅ

          川上
かわかみ

 拓一
たくいち

 

全国
ぜんこく

消費者
しょうひしゃ

団体
だんたい

連絡会
れんらくかい

 事務局
じ む き ょ く

              菅
かん

 いづみ 

川崎市
か わ さ き し

選挙
せんきょ

管理
か ん り

アドバイザー              小島
こ じ ま

 勇人
は や と

 

慶
けい

應
おう

義塾
ぎじゅく

大学大学院法務研究科准
だいがくだいがくいんほうむけんきゅうかじゅん

教授
きょうじ

             笹倉
ささくら

 宏
ひろ

紀
き

 

特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

大阪
おおさか

精神
せいしん

医療
いりょう

人権
じんけん

センター副代表
ふくだいひょう

     山本
やまもと

 深雪
み ゆ き

 

 

◎は座長
ざちょう

 

（計
けい

15人
にん

） 
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障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

 第
だい

４小委員会
しょういいんかい

 

（医療
いりょう

、介護
か い ご

等
とう

、療育
りょういく

、相談
そうだん

等
とう

） 

構成員
こうせいいん

名簿
め い ぼ

 

 

（委員
い い ん

） 

一般
いっぱん

社団
しゃだん

法人
ほうじん

日本
に ほ ん

難病
なんびょう

・疾病
しっぺい

団体協
だんたいきょう

議会
ぎ か い

代表
だいひょう

理事
り じ

           伊藤
い と う

 たてお 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

ロザリオの聖母会
せ い ぼ か い

海 上 寮
かいじょうりょう

療養所
りょうようじょ

             上野
う え の

 秀樹
ひ で き

 

日本
に ほ ん

経済
けいざい

団体
だんたい

連合会
れんごうかい

労働
ろうどう

政策
せいさく

本部
ほ ん ぶ

主幹
しゅかん

                  遠藤
えんどう

 和夫
か ず お

 

社団
しゃだん

法人
ほうじん

全国
ぜんこく

脊髄
せきずい

損傷者
そんしょうしゃ

連合会
れんごうかい

副理事長
ふくりじちょう

                大濱
おおはま

 眞
まこと

 

特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

DPI(障害者
しょうがいしゃ

インターナショナル)日本
に ほ ん

会議
か い ぎ

事務
じ む

局 長
きょくちょう

  尾上
おのうえ

 浩二
こ う じ

 

国立
こくりつ

社会
しゃかい

保障
ほしょう

・人口
じんこう

問題
もんだい

研究所
けんきゅうしょ

情報
じょうほう

調査
ちょうさ

分析
ぶんせき

部長
ぶちょう

            勝又
かつまた

 幸子
ゆ き こ

 

公益
こうえき

社団
しゃだん

法人
ほうじん

全国
ぜんこく

精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉会
ふ く し か い

連合会
れんごうかい

理事長
り じ ち ょ う

              川
かわ

﨑
さき

 洋子
よ う こ

 

特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

おおさか地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

ネットワーク理事長
り じ ち ょ う

       北野
き た の

 誠一
せいいち

 

日本
に ほ ん

社会
しゃかい

事業
じぎょう

大学
だいがく

教授
きょうじゅ

                        佐藤
さ と う

 久夫
ひ さ お

 

全国
ぜんこく

「精神病
せいしんびょう

」者
しゃ

集団
しゅうだん

運営
うんえい

委員
い い ん

                    関口
せきぐち

 明彦
あきひこ

 

財団
ざいだん

法人
ほうじん

日本
に ほ ん

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

協会
きょうかい

顧問
こ も ん

                 中原
なかはら

 強
つよし

 

日本
に ほ ん

労働
ろうどう

組合
くみあい

総連合会
そうれんごうかい

総合
そうごう

政策
せいさく

局 長
きょくちょう

                  花井
は な い

 圭子
け い こ

 

◎社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

全国
ぜんこく

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

全国
ぜんこく

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

施設協
しせつきょう

議会
ぎ か い

 

制度
せ い ど

・予算
よ さ ん

対策
たいさく

委員長
いいんちょう

                         三浦
み う ら

 貴子
た か こ

 

 

（専門
せんもん

委員
い い ん

） 

明治
め い じ

学院
がくいん

大学
だいがく

社会
しゃかい

学部
が く ぶ

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

学科
が っ か

教授
きょうじゅ

                 茨木
いばらき

 尚
なお

子
こ

 

早稲田
わ せ だ

大学
だいがく

文化
ぶ ん か

構想
こうそう

学部
が く ぶ

教授
きょうじゅ

                      岡部
お か べ

 耕
こう

典
すけ

 

一般
いっぱん

社団
しゃだん

法人
ほうじん

全国
ぜんこく

児童
じ ど う

発達
はったつ

支援協
しえんきょう

議会
ぎ か い

会長
かいちょう

                加藤
か と う

 正仁
まさひと

 

関西
かんさい

大学
だいがく

社会
しゃかい

学部
が く ぶ

教授
きょうじゅ

                         加納
か の う

 恵子
け い こ

 

公益
こうえき

社団
しゃだん

法人
ほうじん

日本
に ほ ん

精神科
せ い し ん か

病院
びょういん

協会
きょうかい

副会長
ふくかいちょう

                河
かわ

﨑
さき

 建人
たつひと

 

鳥取県
とっとりけん

南部
な ん ぶ

町 長
ちょうちょう

                            坂本
さかもと

 昭
あき

文
ふみ

 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

全国
ぜんこく

重 症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児
しょうがいじ

（者
しゃ

）を守
まも

る会
かい

評議員
ひょうぎいん

          柴崎
しばざき

 博
ひろし

 

一般
いっぱん

社団
しゃだん

法人
ほうじん

全国
ぜんこく

肢体
し た い

不自由児者
ふ じ ゆ う じ し ゃ

父母
ふ ぼ

の会
かい

連合会
れんごうかい

会長
かいちょう

           清水
し み ず

 誠一
せいいち

 

 

◎は座長
ざちょう

 

（計
けい

21人
にん

） 
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障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

 第
だい

５小委員会
しょういいんかい

 

（住宅
じゅうたく

の確保
か く ほ

、公共的
こうきょうてき

施設
し せ つ

のバリアフリー化
か

、 

情報
じょうほう

の利用
り よ う

におけるバリアフリー化
か

等
とう

） 

構成員
こうせいいん

名簿
め い ぼ

 

 

（委員
い い ん

） 

静岡県
しずおかけん

立
りつ

大学
だいがく

国際
こくさい

関係
かんけい

学部
が く ぶ

教授
きょうじゅ

                    石川
いしかわ

  准
じゅん

 

財団
ざいだん

法人
ほうじん

全日本
ぜ ん に ほ ん

ろうあ連盟
れんめい

理事長
り じ ち ょ う

                   石野
い し の

 富
ふ

志
じ

三郎
さぶろう

 

◎一般
いっぱん

社団
しゃだん

法人
ほうじん

日本
に ほ ん

発達
はったつ

障害
しょうがい

ネットワーク専門
せんもん

委員
い い ん

            氏
うじ

田
た

 照子
て る こ

 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

全国
ぜんこく

盲
もう

ろう者
しゃ

協会
きょうかい

評議員
ひょうぎいん

                 門川
かどかわ

 紳一郎
しんいちろう

 

全国
ぜんこく

市長会
しちょうかい

（三鷹
み た か

市長
しちょう

）                       清原
きよはら

 慶子
け い こ

 

日本
に ほ ん

福祉
ふ く し

大学
だいがく

客員
きゃくいん

教授
きょうじゅ

                        後藤
ご と う

 芳一
よしかず

 

社団
しゃだん

法人
ほうじん

全日本
ぜ ん に ほ ん

難聴者
なんちょうしゃ

・中途失聴者
ちゅうとしっちょうしゃ

団体
だんたい

連合会
れんごうかい

副理事長
ふくりじちょう

         新谷
しんたに

 友
とも

良
よし

 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

日本
に ほ ん

盲人会
もうじんかい

連合
れんごう

会長
かいちょう

                   竹下
たけした

 義樹
よ し き

 

ピープルファースト北海道
ほっかいどう

会長
かいちょう

                    土本
つちもと

 秋夫
あ き お

 

 

（専門
せんもん

委員
い い ん

） 

北星
ほくせい

学園
がくえん

大学
だいがく

客員
きゃくいん

教授
きょうじゅ

                        秋山
あきやま

 哲男
て つ お

 

東洋
とうよう

大学
だいがく

教授
きょうじゅ

                            川内
かわうち

 美彦
よしひこ

 

特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

支援
し え ん

技術
ぎじゅつ

開発
かいはつ

機構
き こ う

副理事長
ふくりじちょう

              河村
かわむら

  宏
ひろし

 

東洋
とうよう

大学
だいがく

ライフデザイン学部
が く ぶ

人間
にんげん

環境
かんきょう

デザイン学科
が っ か

教授
きょうじゅ

         髙
たか

橋
はし

 儀
ぎ

平
へい

 

国際
こくさい

医療
いりょう

福祉
ふ く し

大学
だいがく

大学院
だいがくいん

教授
きょうじゅ

                     髙
たか

橋
はし

 紘士
ひ ろ し

 

慶應
けいおう

義塾
ぎじゅく

大学
だいがく

経済
けいざい

学部
が く ぶ

教授
きょうじゅ

                      中野
な か の

 泰
やす

志
し

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

と援助者
えんじょしゃ

でつくる日本
に ほ ん

グループホーム学会
がっかい

副代表
ふくだいひょう

      光増
みつます

 昌
まさ

久
ひさ

 

 

（オブザーバー） 

日本
に ほ ん

障害
しょうがい

フォーラム政策
せいさく

委員長
いいんちょう

                    森
もり

  祐司
ゆ う じ

 

 

◎は座長
ざちょう

 

（計
けい

16人
にん

） 
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障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

 第
だい

６小委員会
しょういいんかい

 

（防災
ぼうさい

及
およ

び防犯
ぼうはん

、国際
こくさい

協 力
きょうりょく

） 

構成員
こうせいいん

名簿
め い ぼ

 

 

（委員
い い ん

） 

早稲田
わ せ だ

大学
だいがく

大学院
だいがくいん

法務
ほ う む

研究科
けんきゅうか

教授
きょうじゅ

                    浅倉
あさくら

 むつ子
こ

 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

日本
に ほ ん

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

連合会
れんごうかい

理事
り じ

               阿部
あ べ

 一彦
かずひこ

 

弁護士
べ ん ご し

                                大谷
おおたに

 恭子
きょうこ

 

全国
ぜんこく

知事会
ち じ か い

（滋賀県
し が け ん

知事
ち じ

）                       嘉田
か だ

 由紀子
ゆ き こ

 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

全日本手
ぜ ん に ほ ん て

をつなぐ育成会
いくせいかい

常務
じょうむ

理事
り じ

              田中
た な か

 正博
まさひろ

 

アジア・ディスアビリティ・インスティテート代表
だいひょう

            中西
なかにし

 由起子
ゆ き こ

 

◎日本
に ほ ん

障害
しょうがい

フォーラム幹事
か ん じ

会議
か い ぎ

長
ちょう

                     藤井
ふ じ い

 克
かつ

徳
のり

 

大阪
おおさか

大学
だいがく

大学院
だいがくいん

高等
こうとう

司法
し ほ う

研究科
けんきゅうか

教授
きょうじゅ

                   棟居
むねすえ

 快行
としゆき

 

 

（専門
せんもん

委員
い い ん

） 

東京
とうきょう

大学
だいがく

大学院
だいがくいん

情報
じょうほう

学環
がっかん

附属
ふ ぞ く

総合
そうごう

防災
ぼうさい

情報
じょうほう

研究
けんきゅう

センター長
ちょう

        田中
た な か

  淳
あつし

 

立命
りつめい

館
かん

大学
だいがく

生存学
せいぞんがく

研究
けんきゅう

センター特別
とくべつ

招聘
しょうへい

教授
きょうじゅ

              長瀬
な が せ

  修
おさむ

 

特定
とくてい

非営利
ひ え い り

活動
かつどう

法人
ほうじん

ゆめ風
かぜ

基金
き き ん

 理事
り じ

                   八幡
や わ た

 隆司
た か し

 

 

◎は座長
ざちょう

 

（計
けい

11人
にん

） 
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しようがいしや

障害者
せ い さ く

政策
い い ん か い

委員会における
け ん と う

検討の
け い い

経緯 

 
だ い

第１
か い

回 
へ い せ い

平成24
ね ん

年７
が つ

月23
に ち

日（
げ つ

月） 

・
い いんち よう

委員長
せんしゆつ

選出 

・
しようがいしや

障害者
せ い さ く

政策
い い ん か い

委員会の
う ん え い

運営について  

・
こ ん ご

今後の進
すす

め方
かた

について 

   
だ い

第２
か い

回 
へ い せ い

平成24
ね ん

年８
が つ

月20
に ち

日（
げ つ

月） 

・新
あら

たな
しようがいしや

障害者
き ほ ん

基本
け い か く

計画の在
あ

り方
かた

について 

・
しよういいんかい

小委員会のグループ
わ

分け（
あ ん

案）について 

 
だ い

第３
か い

回 
へ い せ い

平成24
ね ん

年11
が つ

月５
に ち

日（
げ つ

月） 

・
さ べ つ

差別
き ん し

禁止
ぶ か い

部会の
い け ん

意見について 

・
かくしよういいんかい

各小委員会における
し ん ぎ

審議
じようきよう

状 況について（
だ い

第１～
だ い

第３
しよういいんかい

小委員会） 

・新
あら

たな
しようがいしや

障害者
き ほ ん

基本
け い か く

計画の
そ う ろ ん

総論及
およ

び
す い し ん

推進
た い せ い

体制
ぶ ぶ ん

部分について 

   
だ い

第４
か い

回 
へ い せ い

平成24
ね ん

年12
が つ

月10
に ち

日（
げ つ

月） 

・
かくしよういいんかい

各小委員会における
し ん ぎ

審議
じようきよう

状 況について（
だ い

第４～
だ い

第６
しよういいんかい

小委員会） 

・新
あら

たな
しようがいしや

障害者
き ほ ん

基本
け い か く

計画に関
かん

する
い け ん

意見について 

   
だ い

第５
か い

回 
へ い せ い

平成24
ね ん

年12
が つ

月17
に ち

日（
げ つ

月）  

・新
あら

たな
しようがいしや

障害者
き ほ ん

基本
け い か く

計画に関
かん

する
い け ん

意見について 
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しようがいしや

障害者
せ い さ く

政策
い い ん か い

委員会 
しよういいんかい

小委員会による
け ん と う

検討の
け い い

経緯 

 
だ い

第１
か い

回 
へ い せ い

平成24
ね ん

年９
が つ

月10
に ち

日（
げ つ

月）  
だ い

第１
しよういいんかい

小委員会 
ほ ん

本
ぶ ん や

分野の
し さ く

施策に関
かん

する
が いかつ てき

概括的な
せ つ め い

説明 
しよういいんかい

小委員会で
ぎ ろ ん

議論すべき
ろ ん て ん

論点について 
ろ んて ん

論点<１>：
し よと う

初等
ちゆうとう

中等
きよういく

教育におけるインクルーシブ
きよういく

教育システムの
こ うち く

構築について 

      
だ い

第２
しよういいんかい

小委員会 
ほ ん

本
ぶ ん や

分野の
し さ く

施策に関
かん

する
が いかつ てき

概括的な
せ つ め い

説明 
しよういいんかい

小委員会で
ぎ ろ ん

議論すべき
ろ ん て ん

論点について 
ろ ん て ん

論点<１>：
しようがいしや

障害者の
しゆうろう

就労
し さ く

施策
ぜ ん た い

全体の
じ つ し

実施
じようきよう

状 況について 

      
だ い

第３
しよういいんかい

小委員会 
ほ ん

本
ぶ ん や

分野の
し さ く

施策に関
かん

する
が いかつ てき

概括的な
せ つ め い

説明 
しよういいんかい

小委員会で
ぎ ろ ん

議論すべき
ろ ん て ん

論点について 
ろ ん て ん

論点<１>：
しようがいしや

障害者の
し ようひ しや

消費者
ひ が い

被害の
じ ぜ ん

事前
ぼ う し

防止及
およ

び
ひ が い

被害からの
ほ ご

保護 

      
だ い

第２
か い

回 
へ い せ い

平成24
ね ん

年10
が つ

月１
に ち

日（
げ つ

月）  
だ い

第１
しよういいんかい

小委員会 
ろ ん て ん

論点<２>：
こ う と う

高等
きよういく

教育における
しようがい

障害
が く せ い

学生
し え ん

支援 
ろ ん て ん

論点<３>：
しようがいしや

障害者が
ぶ ん か て き

文化的
し よかつ どう

諸活動に
さ ん か

参加しやすい
かんきよう

環境の
せ い び

整備 

    （ソフト・ハード
りようめん

両面） 

      
だ い

第２
しよういいんかい

小委員会 
ろ ん て ん

論点<２>：
しようがいしや

障害者
こ よ う

雇用について 
ろ ん て ん

論点<３>：
ふ く し て き

福祉的
しゆうろう

就労について 

      
だ い

第３
しよういいんかい

小委員会 
ろ ん て ん

論点<２>：
せ ん き よ

選挙
と う

等における
ひ つ よ う

必要な
は い り よ

配慮の
ていきよう

提供、
せ い ね ん

成年
こ う け ん

後見
せ い ど

制度と
せんきよけん

選挙権について 
ろ ん て ん

論点<３>：
こ う て き

公的
か つ ど う

活動への
しようがいしや

障害者の
さ ん か く

参画の
か く だ い

拡大（
し ん ぎ か い

審議会
い い ん

委員への
と う よ う

登用の
そ く し ん

促進
と う

等） 

      
だ い

第３
か い

回 
へ い せ い

平成24
ね ん

年10
が つ

月15
に ち

日（
げ つ

月）  
だ い

第１
しよういいんかい

小委員会 
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ろ ん て ん

論点<４>：
し よ と う

初等
ちゆうとう

中等
きよういく

教育における
きよういく

教育
な い よ う

内容及
およ

び
きよういく

教育
し え ん

支援
た い せ い

体制の
せ い び

整備<１> 

      （
しゆうがく

就学
そ う だ ん

相談・
しゆうがく

就学
さ き

先
け つ て い

決定
と う

等） 
ろ ん て ん

論点<５>：
し よ と う

初等
ちゆうとう

中等
きよういく

教育における
きよういく

教育
な い よ う

内容及
およ

び
きよういく

教育
し え ん

支援
た い せ い

体制の
せ い び

整備<２> 

      （
ご う り て き

合理的
は い り よ

配慮
お よ び

及び
き そ て き

基礎的
かんきよう

環境
せ い び

整備
と う

等） 

      
だ い

第２
しよういいんかい

小委員会 
ろ ん て ん

論点<４>：
し よ と く

所得
ほ し よ う

保障
と う

等（
ね ん き ん

年金，
し よ て あ て

諸手当，
け いざい てき

経済的
ふ た ん

負担の
け い げ ん

軽減
と う

等）について 
ろ ん て ん

論点<５>：
しゆうろう

就労
し さ く

施策に関
かん

するその
た

他の
じ こ う

事項について（
じ えいぎ よう

自営業・
き ぎ よ う

起業への
し え ん

支援
と う

等） 

      
だ い

第３
しよういいんかい

小委員会 
ろ ん て ん

論点<４>：
し ほ う

司法
て つ づ き

手続における
ひ つ よ う

必要な
は い り よ

配慮の
ていきよう

提供及
およ

び
けんしゆう

研修の
じ つ し

実施 
ろ ん て ん

論点<５>：
しようがい

障害を有
ゆう

する
じ ゆけい しや

受刑者・出所
しゅっしょし や

者
と う

等に対
たい

する
し よ ぐ う

処遇及
およ

び
し え ん

支援の在
あ

り方
かた

 

      
だ い

第１
か い

回 
へ い せ い

平成24
ね ん

年10
が つ

月22
に ち

日（
げ つ

月）  
だ い

第４
しよういいんかい

小委員会 
ほ ん

本
ぶ ん や

分野の
し さ く

施策に関
かん

する
が いかつ てき

概括的な
せ つ め い

説明 
しよういいんかい

小委員会で
ぎ ろ ん

議論すべき
ろ ん て ん

論点について 
ろ ん て ん

論点<１>：
しようがい

障害
ふ く し

福祉サービス
と う

等の
じ つ し

実施
じようきよう

状 況について 

       （
た

他の
しよういいんかい

小委員会で扱
あつか

うものを除
のぞ

く。） 

      
だ い

第５
しよういいんかい

小委員会 
ほ ん

本
ぶ ん や

分野の
し さ く

施策に関
かん

する
が いかつ てき

概括的な
せ つ め い

説明 
しよういいんかい

小委員会で
ぎ ろ ん

議論すべき
ろ ん て ん

論点について 
ろ ん て ん

論点<１>：
しようがいしや

障害者のための
じゆうたく

住宅の
か く ほ

確保 

      
だ い

第６
しよういいんかい

小委員会 
ほ ん

本
ぶ ん や

分野の
し さ く

施策に関
かん

する
が いかつ てき

概括的な
せ つ め い

説明 
しよういいんかい

小委員会で
ぎ ろ ん

議論すべき
ろ ん て ん

論点について 
ろ ん て ん

論点<１>：
しようがい

障害
ぶ ん や

分野における
こ く さ い

国際
きようりよく

協 力の
す い し ん

推進 

      
だ い

第２
か い

回 
へ い せ い

平成24
ね ん

年11
が つ

月12
に ち

日（
げ つ

月）  
だ い

第４
しよういいんかい

小委員会 
ろ ん て ん

論点<２>：
ざ い た く

在宅サービス
と う

等について（
き よ た く

居宅
し え ん

支援、
い ど う

移動
し え ん

支援、
ち い き

地域
い こ う

移行
と う

等） 
ろ ん て ん

論点<３>：
につちゆう

日中
か つ ど う

活動
け い

系
じ ぎ よ う

事業及
およ

び
し せ つ

施設サービスについて 
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ろ ん て ん

論点<４>：サービス
き ば ん

基盤について（
し つ

質の
こうじよう

向上、
じ ん ざ い

人材
か く ほ

確保・
い く せ い

育成
と う

等） 
ろ ん て ん

論点<５>：
そ う だ ん

相談
し え ん

支援
た い せ い

体制の
こ う ち く

構築について（
せ い ね ん

成年
こ う け ん

後見
せ い ど

制度の
り よ う

利用
そ く し ん

促進
と う

等を含
ふく

む。） 

   
だ い

第５
しよういいんかい

小委員会 
ろ ん て ん

論点<２>：
こうきよう

公共
し せ つ

施設及
およ

び
こ う つ う

交通
き か ん

機関
と う

等のバリアフリー
か

化の
す い し ん

推進 

ヒアリング：
こ く り つ

国立
こ つ か い

国会
と し よ か ん

図書館における
し か く

視覚
しようがいしや

障害者
と う

等へのサービス 

 
だ い

第６
しよういいんかい

小委員会 
ろ ん て ん

論点<２>：
ぼ う さ い

防災に関
かん

する
し さ く

施策 
ろ ん て ん

論点<３>：
ひ がしに ほん

東日本
だ いしん さい

大震災からの
ふ つ こ う

復興と
しようがいしや

障害者 

      
だ い

第３
か い

回 
へ い せ い

平成24
ね ん

年11
が つ

月26
に ち

日（
げ つ

月）  
だ い

第４
しよういいんかい

小委員会 
ろ ん て ん

論点<６>：
し ようが いじ

障害児
し え ん

支援について 
ろ ん て ん

論点<７>：
ほ け ん

保健の
ぞ う し ん

増進、
い り よ う

医療・リハビリテーションの
ていきよう

提供について 
ろ ん て ん

論点<８>：
い り よ う

医療・リハビリテーション、
ふ く し

福祉
よ う ぐ

用具
と う

等に関
かん

する
けんきゆう

研究
か い は つ

開発の
す い し ん

推進に 

ついて（
しようがい

障害の
げ ん い ん

原因となる
しようびよう

傷 病の
よ ぼ う

予防
と う

等についてを含
ふく

む） 

   
だ い

第５
しよういいんかい

小委員会 
ろ ん て ん

論点<３>：
じようほう

情報バリアフリー
か

化の
す い し ん

推進 

      
だ い

第６
しよういいんかい

小委員会 
ろ ん て ん

論点<２>：
ぼ う さ い

防災に関
かん

する
し さ く

施策 
ろ ん て ん

論点<３>：
ひ がしに ほん

東日本
だ いしん さい

大震災からの
ふ つ こ う

復興と
しようがいしや

障害者 
ろ ん て ん

論点<４>：
ぼ う は ん

防犯に関
かん

する
し さ く

施策 

 

 


