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第二次意見 (素案 2)

はじめに

(第一次意見後の流れ)

本年 1月 から始まった「障がい者制度改革推進会議」 (以下、「推進会議」と

する)は、12月 ●日現在で●回目を数えている。

「第一次意見」 (障害者制度改革の推進のための基本的方向)は、第 14回推

進会議 (6月 7日 )でまとめられ、閣議決定 (「障害者制度改革の推進のための

基本的な方向について」6月 29日 付)さ れて以降、推進会議においては、次の

取組が行われている。

「第一次意見」において横断的課題の第一に位置付けられている障害者基本

法の抜本改正は、本年末を目途に作成予定の「第二次意見」の内容を踏まえて、

平成 23年の常会に法案を提出することになっている。

「第一次意見」後の推進会議においては、「第二次意見」の策定に向けて、追

加的な個別分野の事項と して「住宅」「文化・スポーツ」「ユニバニサルデザイ

ン」「障害の予防」について、省庁 ヒアリングを実施 して議論を行つてきた。

また、基本法改正の議論においては、総則・各則・推進体制ごとに、事務局

が提出した条文の規定ぶ リイメージをもとに議論を行ってきた。

横断的課題の第二に位置づけられている差別禁止法の制定については、11月

に 1回 日の「差別禁止部会」が開催され、今後は検討項 目を整理 して、平成 25

年の常会に法案が提出できるよう本格的な取組を行うことになっている。

第三の横断的課題である障害者総合福祉法 (仮称)について検討を行う「総

合福祉部会」は、現在、同法の重要なテーマ (項 目及び論点)ごとに九つの作

業チームを設置 して、10月 から検討作業を行っている。その中では、「第一次意

見」で個別分野の課題として位置付けられ、検討項 目及び論点が総合福祉法の

範囲を超えている「就労」「医療」「障害児支援」は、推進会議の委員との合同

作業チームを設けて障害者基本法改正に盛 り込む事項の取 りまとめも含めて検

討を行つている。
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「総合福祉部会」では、平成 23年 8月 には部会としての意見を取りまとめ、

平成 24年の常会に法案提出を行い、平成 25年 8月 の施行を目指している。

「第一次意見」をもとに、各地で「地域フォーラム」が 14ヶ 所 (11月 末現在 )

で開催され、毎回 100人～500人の参加者が集まり、障がい者制度改革推進会議

の意義と一連の取組について、各地で大きな注目と期待がもたれている。

今後、「地域フォーラム」は、平成 23年 2月 までに合計 19か所で開催する予

定になっている。

(障害者基本法制定の経緯 )

現行の障害者基本法は、国内の障害者関係の各個別法及び施策の基本的な理

念、方針及び推進体制を包括的に定めているが、現在、国内外の情況の変化に

よって大きな転換期を迎えている。

戦後の障害者施策は、1940年代の終わ りから 60年代にかけて、身体障害者福

祉法や精神薄弱者 (当 時の表記)福祉法、精神衛生法にみられる「特別法」、又

は社会福祉事業法や児童福祉法を始め、医療・教育・職業訓練及び雇用促進 ロ

年金・住宅・交通等に関連する個別法の中で分散 して限定的に取 り上げられ、

その基本的考え方は、障害者を「対策」の対象とすることにとどまっていた。

このような現状に対して、関係者から障害者対策に総合性と一貫性が欠けて

おり、行政機関相互の連絡調整の必要性が指摘された。また高度経済成長か ら

取 り残されていく障害者への無関心な社会の実態が、障害者団体や関係者から

強く指摘され、根本的な対策を求める声が高まっていた。

こうした背景のもとで、「′い身障害者対策基本法」 (昭和 45(1970)年 )が制

定されたが、法律名称に表れているように、障害者を「対策」の対象とするこ

とに変化はなかつた。

「国連・障害者の十年」 (1983年～92年)の展開と国際的潮流を踏まえ、「′い

身障害者対策基本法」を大幅に改正 した障害者基本法 (平成 5(1993)年制定 )

は、当初、主に三つの側面を有 していた。

一つは、それまでの障害者の 自力更生と社会復帰、優生思想を背景とした障

害の予防と早期発見、障害の克服等を基調とした「′い身障害者対策基本法」を
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ノーマライゼニション理念に基づいて改編 していくという点である。もう一つ

は、「国連・障害者の十年」とノーマライゼーション理念の提唱による国内の「障

害者対策に関する長期行動計画」(昭和 58(1983)年～平成 4(1992)年 )の策

定と実施による経過と実績を踏まえて、当時の障害者施策の到達点を基本法に

よって事後的に確認するという意味があった。さらに、三つ目は障害者基本法

の成立によって、ようやく精神障害者が法的に障害者として位置づけられたの

であった。

その後、10年を経て平成 16(2004)年に改正された障害者基本法は、1990年

代のアメリカ、イギリスなどにおける障害者差別禁止法の実現や障害者への差

別を禁止する法制化を求める国連 口社会権規約委員会による日本政府への勧告

(平成 12(2000)年)等の国際的動向と国内の地域社会における障害者の生活

保障を求める多様な取組に影響を受け、次の新設条文が追加された。  ,
・  「基本的理念」(第 3条 3項)に差別禁止事由、「国及び地方公共団体の

責務」(第 4条 )に 「差別の防止」が規定された。

。 「施策の基本方針」(第 8条 2項)に、「可能な限り、地域において自立

した日常生活を営むことができるよう配慮されなければならない。」とい

う規定が盛り込まれた。

これまでの障害者基本法にかかわる主な経過を振り返つてみると、内外の動

向に少なからず影響を受けてきたことが明らかになつている。

現在、障害者権利条約 (以下、「条約」とする)の国連採択 (平成 18(2006),

年)を契機に、条約の批准に向けて、条約が要請する障害者の権利を実現する

枠組みと水準に見合う国内の障害者制度改革をどのように行うかという点にお

いて、障害者基本法は、関係個別法の上位法として障害者制度改革の要の役割

を果たすことが要請されている。

今般の障害者基本法の改正は、条約を批准し、条約の規定を遵守するために

必要な国内の制度改革全体の理念と施策の基本方針の要に位置し、今後の障害

者施策の方向に大きな影響を与えるものとして、極めて重要かつ大きな意義が

あるということができる。

|.障害者基本法の改正について
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1.障害者基本法改正の趣旨・目的

障害者は、古今東西いかなる社会であれ、普遍的に存在している。社会には、

子ども、青年、壮年、高齢者が存在するように、障害者も社会の普遍的な構成

員として存在する。

しかし、障害者が社会の対等な一員として地域社会で暮らすには、いまだに

大きな社会的障壁が待ち構えている。たとえば、交通機関、建築物等における

物理的な障壁、欠格条項をはじめとする法律制度の障壁、点字、文字情報、手

話通訳等による情報保障の欠如における文化 口情報面の障壁、障害者を庇護さ

れるべき存在としてとらえたり、障害者を外観だけで判断する等の意識上の障

壁などである。

我が国の障害者施策は:特に戦後から本格的に講じられるようになり、その

結果、大きな発展を遂げてきたともいえる。ところが、これまでの障害者施策

は、障害者をいわゆる健常者と対比して、心身の機能に障害をかかえ、能力的

に劣うているものと把握し、障害者が遭遇するさまざまな困難の原因を個人の

心身の状態に求める考え方を起点として、体系化されてきたものである。障害

者が受ける制限の原因を障害の存在に求めている現行基本法の障害者の定義ひ

とつをとつてもそれは明らかなところである。

しかし、人類社会はしだいに社会との関係において障害を考察するようにな

り、ついには、障害が個人の機能障害と社会参加を妨げる社会的障壁との相互

作用によつて発生するものであるとの認識に達した。そしてこうした認識の変

化は、障害者を保護の客体として扱つてきたこれまでの社会の対応に反省を促

して、自己責任・家族依存から社会的支援としての地域社会での生活支援を拡

大するとともに、障害に基づく差別を撤廃し、社会は障害者を権利の主体者と

して扱うべきであるとする根拠をもたらした。

現行基本法は、先に述べた経緯をたどり、国際社会の影響や国内の状況を反

映し発展してきたものであり、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施

策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにする

とともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項
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を定めるものとなっている。

しかしながら、いまだ多くの障害者が施設や精神科病院での暮らしを余儀な

くされ、地域社会における生活も多くの困難を抱えるだけでなく差別や虐待も

後を絶たない現状にあり、国際障害者年以来叫ばれてきたノーマライゼーショ

ンや完全参加と平等は、いまだ遠い夢でしかない。

かような状況において、基本法が単に既存の施策のリス トに終わることなく、

真に障害者施策をリードしていくためには、いくつかの条件が必要である。

すなわちそれは、第 1に は、障害に基づく差異を否定的な評価の対象として

ではなく人間の多様性の一つとして尊重し、相互に分け隔てられることなく個

性と人格を認め合うインクルーシブな社会の構築を基本法の目的に組み込むこ

とであり、第 2には、基本法が依って立つ障害概念を転換したうえで、差別禁

止も含め、障害者に認められるべき基本的な人権を確認し、各種施策が人権確

保のために国や地方公共団体の責務を定めるものであるとの位置付けを与える

ことであり、第 3には、障害者に関連する政策決定過程に障害者が参画する重

要性に鑑みて、障害者に関する施策の実施状況を監視する権能を担う機関を創

設することである。

以上の改正の趣旨・目的を踏まえ、改正基本法には前文を規定すべきである。

推進会議は、かかる観点から、基本法の抜本改正に向けて精力的な議論を重

ね、ここにその成果を第二次意見として示す。

2,総則関係

1)目 的

(推進会議の認識 )

|【基本的人権の享有主体性の確認】                  |
1 障害者を保護の客体であるとする見方から、すべての基本的人権の享有主 |

1体であるとの見方へ、考え方の根本を転換することが障害者権利条約の理念 |
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であ り、今後の障害者施策の基本となるべきである。 したがって、かかる観 |

点から、障害者権利条約を締結することを目指して、障害者基本法の目的の |

見直 しが行われるべきである。

【格差の除去と平等の権利の保障】

障害者は、障害に基づく日常生活上及び社会生活上の様々な制限や制約を

受けている。また障害者の中でも、制度の対象になる障害とならない障害が

あるなど、制度内にも障害の種別・程度による格差 (*)1といえるものが存

在する 。こうした現状を改善し、すべての障害者に障害のない者と平等の権

利を保障することができるよう、基本法の見直しが行われるべきである。

【インクルーシブ社会の構築】

すべての障害者が国民から分け隔てられることなく、社会の一員として受

け入れ、合理的配慮や必要な支援の充足を通じて、障害の有無に関わらず地

域社会で共に自立した生活を営むことが確保されたインクルーシブ社会を実

現することが日本の目指すべき社会であることを明記し、そのための国及び

地方公共団体の責務を明らかにするようt障害者基本法の見直しが行われる

べきである。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛 り込むべきである。

・ すべての障害者が基本的人権の享有主体であること及び、この権利の実

現のためには自立と社会参加を保障するための支援が必要であること。

・ 障害のない者との格差、及び障害者間の種別 日程度による制度間格差を

| なくし、すべての障害者に障害のない者と平等の権利を保障すること。

|〔実施・険討lこ当たっての留意点)

l(*)「障害の種別・程度による格差」

障害者に対する各種生活支援は、障害種別・程度を判断基準とした医学モデル的な観点

からではなく、生活の実態に基づくニーズを基礎とする社会モデル的な観点から、その必

要性が判断されるべきであるところ、障害の種別や程度のみで、その必要性が判断され、

その結果、不合理な格差が制度的に発生している場合を以下、「障害の種別・程度による格

差」と表現する。
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0 鴨 害者周の腫男■・程度
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(厚生労働θ

・ 障害の有無にかかわらず、何人も分け隔てられることのない、インクル

ーシブな社会が日本の目指すべき社会であること及び、国はこの社会の形

成に向けて合理的配慮や必要な支援が充足されるよう、政策を実施する責

務があること。

・ 現行基本法の第 1条 (目 的)は、本意見書「 |-1.障害者基本法改正の趣

旨・目的」の観点を踏まえて修正し、「福祉を増進する」という表記は用い

ないこと。

(実施 θ険試
=こ

当た フての留意点)

0 「
T福祉多 難 ブ タ とιl夕 表記lま用ι
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ι
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“

1夕〃ιlら力方もするものであ グs障害者だつι
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i福祉■の語
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'る

べきで1まなι〕と結論 づける場合
=こ

″s広く国買″な議謂″
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要と

考えられる。

幅 生労働タ

以上 ル 師の点だフι〕て
→ 御意見を踏まえ。a舞つ な規定の仕方があ グラる″D険討 ιてまιlグ

たιL

(内閣府)

(基本法改正に当たって政府に求める意見)

○ (P)

2)定義

(推進会議の認識)
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これまでは、個人の心身の機能の損傷と、様々な社会生活における不利や

困難としての障害を同一視 した り、障害を個人に内在する属性としてとらえ

障害の克服を個人の適応努力に任された りするなど、障害の軽減や除去のた

めに医学的な働きかけ (治療、訓練)を優先する医学モデルが社会に浸透 し

ていた。

しか し、障害者の社会参加の制限や制約の原因が障害者個人にあるのでは

なく、機能障害 (イ ンペアメン ト)と社会との相互作用によって生 じるもの

であるという「社会モデル」に立つ障害者権利条約を踏まえるとき、基本法

の改正に当た り、障害の定義に「社会モデル」的観点を反映させることが、

障害者に関連する日本の施策の制度改革と国民全体の意識変革にとって極め

て重要な ことであり、そのことは、他の法律での定義にも反映されるべきも

のである。

また、制度の谷間を生まないためには、あらゆる障害が 「障害」の定義に

入るよう幅広く捉えることが必要である。

さらには、現行の基本法上の「継続的に」という文言との関係で、「周期

的」又は 「断続的」に発生する日常生活又は社会生活上の制限を受ける人を

排除しないようにすることも重要である。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛 り込むべきである。

・ 障害の定義は、制度に基づく支援を必要としながらもその対象から除外

される障害者、いわゆる「制度の谷間」を生まない包括的なものとし、個

人の心身の機能の損傷と社会との関係において社会的不利益を発生すると

いう視点を明らかにし、さらに、周期的に変調する状態なども含みうるも

のとすること。

(実施・爾
=こ

当た つての留意点)
→ 御意見 を踏まえ。どのような規定の仕方があ グラる″〕検討 ιてまι

'グ
た ιL

i内閣府)

・ 級 の機能の声傷ンだ滋 殖 夕なもの 1当た蒻 )。

「社会との諷係tこお

ι
'て

社会的不琴晴益を発生オるノタま具体的|こどのようなもの″Ds i問鶴的に

変調 する状態なル と機 生 な ラな状態力)が明 らか晨 銘 嫁 ι嗜 、国民だ
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と

　

　

と

　

　

　

一

講″
'障

害者ではな ιl″勁ド分力3らなιち   |
の店葬也症箱のガ家者の身留ン,翼なグラるご |

(厚生労働θ
l

(基本法改正に当たって政府に求める意見)

○ (P)

3)基本理念

(推進会議の認識)

【基本的人権の享有主体】

法の目的でも述べたように、すべて障害者は、基本的人権の享有主体であ

り、障害者権利条約の理念である、「障害者を保護の客体から権利の主体へ」

という考え方の転換を基本理念にも反映すべきである。

【地域社会における生活の実現】

障害者権利条約は「すべての障害者が他の者と平等の選択の機会をもって

地域社会で生活する平等の権利を認め」ている。すなわち、全ての障害者が

分け隔てられることなく、障害のない人と対等な構成員として位置づけられ ,

合理的配慮や必要な支援の充足を通じて,障害の有無にかかわらず地域で共

に生活することが確保されたインクルーシブ社会を実現することが求められ

ている。このため、締約国は、この権利が完全に享受され、地域社会が完全

に受け入れるために必要な措置等を講ずることが求められている。

具体的には、居住地を選択し、どこで誰と生活するかを選択する機会を有

することや、特定の生活様式の生活を義務づけられないこと。また、地域社

会における生活や地域社会への受入れを支援することや、地域社会からの孤

立及び隔離を防止するために必要な在宅サービス、居住サービスなどの地域

生活支援サービス (パーソナル・アシスタンスを含む)を障害者が利用でき

るようにすること。一般住民向けの地域生活支援サービス及び設備が、障害

者にとって障害のない者と平等に利用可能であり、かつ、障害者のニーズに

フ4話 ″
'障

害者 だ当た グ.

固別の麟 毎 iこ,「障害者」

う留意 ざれるべきであ る。
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日本 においては、施設や精神科病院で多数の障害者が暮 らしてお り、地域 |

社会で生活 しようとしても地域生活の社会資源が不足 している現1犬 にあり、 |

また、現に地域社会で暮らしている障害者も、その日常生活や社会生活に多 |

くの困難に囲まれている現1犬がある。

このような現状を変えるために、基本法において、特定の生活様式で生活

するよう強いられることなく、地域社会で生活する権利を確認し、その実現

に向けた施策の具体化のための措置を取るべき旨を規定すべきである。

【自己決定の権利とその保障】

すべての障害者は、障害のない者と平等に自己選択と自己決定の権利を有

する。

しかし、自己決定にあたつて、必要な社会的体験の機会がなかったり、支

援する立場にある者から選択_肢が示されないなど、十分な情報を含む判断材

料が提供されないことや、独力で決定することだけが自己決定とされ、支援

の必要性が軽視されたり、必要な支援を提供もせずに、本人が決めたことだ

からとして責任を転嫁されることなどもある。

自己決定にあたっては、自己の意思決定過程において十分な情報提供を含

む必要とする支援を受け、かつ他からの不当な影響を受けることなく、自ら

の意思に基づく選択に従つて行われるべきである6

【言語・コミュニケ=シ ョンの保障】

日常生活及び社会生活において、多くの障害者が必要な言語又はコミュニ

ケーション手段を使用することに多くの困難を経験しているが、その問題の

深刻さが省みられることは少なかった。しかしながら、今日の情報化社会に

おいて、改めて、コミュニケーションに困難を経験している障害者が障害の

ない者と等しく人権が保障されるよう、言語には音声言語及び手話等の非音

声言語が含まれることを確認するとともに、情報に等しくアクセスでき、そ

の情報の意味を等しく理解することのできる必要な言語又はコミュニケーシ

ョン手段が保障されるべきである。

コミュニケーションを保障するための必要な手段には、言語、言語を起点

とする音声・筆談・点字・文字表示・わかりやすい言葉 口拡大文字・指文字、

また実物や身振リサイン等による合図、触覚による意思伝達、手話・要約筆
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記・指点字・触手話・手書き文字・朗読などの通訳者や説明者等の人的支援、
|

補聴援助システムその他の情報支援技術を利用した補助代替的手段を含む。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。

・ 現行法の規定に加えて、障害者が基本的人権の享有主体であることを確

認すること。

(実施・検討だ当たっての留意点)
→ 御意見を踏まえ。どのような規定の仕方があ グラる″〕険討 ιてまι

'グ
たιち

i内閣府)

・ 基本力咲虐だフι〕ては憲法農超/平等
=こ
″ら″〕だされてιlる ものと考え

られる〃:障害者だフιlクン si障害考が基本的人権の享有主侑 物 るご

とを確認オるノごとだよグsa舞 つ な着″効果″

'生

じるの″〕を″ら″Dだ

しておぐ必要がある。

(厚生労働θ

・ 地域社会で生活する権利を確認するとともに、その実現に向けた施策の

具体化のための措置を取ること。

〔実施・険討 |こ当たっ彰 彦意点)
→ 我が国

=こ
れ

'て
″.憲法で基本的人櫂

"瞭
摩ざ力。その下でご力を呉

体化 オる隆澤薔義務力沼 Z寂こ渡 されてι
'る

。

これを前提とιζ 基本法嵐れ
'て「

地域社会 で生活オる経琴■■とιl

夕抽象的な規定の仕方力握 勿 どラ″≒ また障害者の地域生活だフι〕て

|ま現在総合規第 %で機諺 唖勒 ら力

“

〕るとごろであるのこ 場合κ

よってtよ、基本艦だおι
'て

障害者の地域生活を実現 九 彼 つ の施策の方

/F秘鯵 規定 ι、呉体的な権春電
=こ

フι
'て

は総合福祉法

`"の
申で規定

九 π と″1望ま ιιlか等の観点 も含めs現行国内法制との整合″だも〃

盾ιフフs真重|こ険討九 2異がある。

(内閣府)

・ 障害者が必要とする支援を受けながら、自己決定を行えることが保障さ
|

れること。
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〔実施・癬 確 当たつての目意点)                    |
→ 御意見を踏まえsa勿 り な規定の仕方力坊 グラる″'険討ιてまι

'グ
|

たιL

〔内閣府)

・ 手話等の言語性を確認するとともに、必要な言語の使用及びコミュニケ

ーション手段の利用が保障されること。

〔実施・資試■こ当たつての留意点)
→ 手話等が言語であることを規定 するご自 軍 し こ どのよラな法的な

効果があるのかとι〕″ 鋼 瞭 も含め,どのような規定の仕方があ グラる

″〕険討 ιてまιりμ L

i内閣府)

, 
「手話等の群 副 階 確認するノとざ力alる″1具体的

=こ
どのよラな意

廂 %グ。どのよラな法的効果力姓 %の ″を吸 シ 茫 ιておα 勇 物

る。

(基本法改正に当たって政府に求める意見)

○ (P)

4)差別の禁止

(推進会議の認識)

|【差別の禁止】

1 障害者に対する差別が存在することは、内閣府の調査だけでなく、地方公

1共団体における差別禁止条例制定のプロセスでも明らかにされているところ

である。

そもそも、障害の有無にかかわらず、何人も法の下に平等であるはずであ

り、障害に基づいて政治的、経済的、社会的、文化的、市民的関係を含むあ

らゆる分野において差別されることがあってはならず、また、あらゆる活動

への機会が均等に保障されなければならない。
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| そのためには、まず、基本法においても、法の下の平等の下で差別が禁止
|

|さ れるべきものであって、何人も障害に基づく差別を受けない権利を有する |

ことを確認し、さらに差別の定義などの基本的事項を規定することが必要で |

ある。

【差別の定義】                          |
基本法における差別の定義としては、障害者の権利条約の定義を踏まえ、 |

あらゆる区別、排除又は制限が不利益な結果をもたらす目的を有する場合は
|

もとより、行為者の主観的意図にかかわらず、不利益な効果が発生する場合
|

も含むものであること、さらには、相手方に均衡を失した又は過度の負担を
|

課すものではないにもかかわらず、特定の場合において、障害のない人と等 |

しく機会の均等を確保するための必要かつ適当な変更及び調整である合理的 |

配慮を提供しない場合も含むものであるべきである。           |
|

【差別禁止法制の整備】                       |
また、差別を実効的に禁止するには、障害に基づくあらゆる分野の差別を |

禁止し、権利の侵害から救済を図る機関を規定する法律が別途制定されなけ |

ればならないが、この差別禁止法の制定が基本法の抜本改正ののちに予定さ |

れているため、まずは、基本法において差別禁止法制の整備に向けた規定を
|

置くべきである。                          |

【複合差別に対する認識と対応】                   |
さらに、障害に基づく差別の問題において、被害を受けた人自身が相談し|

た り、権利主張すること自体が困難であり、社会的に潜在化 していることを
|

考慮すると、啓発、相談、研修などの分野において、差別の問題が考慮され |

るべき重要事項であることの確認がなされるべきであり、なかでも、障害の |

ある女性や子ども、重度障害のある人が複合的又は加重的な差別を受けてい

るという視点、及びその状況に配慮 した対応が、基本法の定めるあらゆる施

策分野に提供されなければならない。

【実態の調査と事例収集】
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|の収集、整理、及び提供を行い、実態を明らかにしたうえで障害に基づく差
|

1別 を防止するための普及啓発を図るべきである。             |

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。

・ 法の下の平等のもとで障害に基づく差別が禁止されること。      |
l実施・険討

=こ
当たっての留意点)                   |

→ 師意見を踏まえ。どのような規定の仕方があグラる″険討ιてまι
'グ

|

たιL                          I
〔内閣府)|

・ 差別の定義において、直接差別のみならず、間接差別も含むものとし、
|

さらに合理的配慮を提供しない場合も差別であることを明らかにするこ
|

と。                                       |
〔実施 ″検討|こ当たっての留意点)                  |
″ 合的配慮&影し なιl場合う差〃彰 るノとあるガ 障害者権澪り条約だ

|

おι
'Cは,差〃だ″ 輪 留″配店の否庁 こ第2条ル を含むど規店されてι

'|

る。レ切ら こ 婿害者権澤り条約の販を 正確
=こ
反映させるの物 晟 |

「合理的配慮を郷 れ なι
'場

合」を「合理的配慮の否定」 |こ修正方ること|

″瀦 あ る。

修 務の

' 国民
=こ
義務を課夕規定潔 賭 こ″ Dう。¨ .i聞接差別ュ.r_Agl

的配慮■、¨

“

した語の意味を″らかだするとともだ:国民だ
|

求める差別の禁止ど農 髭 凛 ラなもの力嗜 ″らかだ″ 要がある。

また。合理的配慮
=こ

フιlζ 障害者睡琴■条約だおι〕て「均衡を失ιた又

″秘発事の費型安鰐語ざ左 り とざ力τι
'る

ことも〃まえる必要″Jある。

(厚生労働タ

ロ 障害者権利条約を踏まえて、合理的配慮の定義を設けること。

以上の2ミに フι〕τ

(実施・険討
=こ

当たフての霞意点)
→ 御意見を踏まえsどのよ夕な規定の仕方があグラる″D検討 してまι

'グ
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左 し なおs直接差■■、ガ安磨別及び論理κ配膚の具体的な定義や内容 |

だフι:で1ま、今後差男■禁止部分だおι
'て

検討ι

“

〕ただぐ必要がある。 |

i内閣府)|

″ 含誨配慮を提供ιなι〕場合 う慶〃であ初 とある″ら障害者権牙J条約だ |

alて■ま,差〃だ″「合理的配慮の否定 こ第′条力 を含むど虜ださ力τιll

る。ι力が ,こ 障害者睦琴■条約の規定を正確に反映させるの物 だ
|

僣 留 例 躍 を 提供ιなι
'場

合」を      の否定」だ修正すること |

″拠ビ である。

・ 障害 に基づく差別を禁止する法制度を整備すること。

(実施 ,検討 |こ当た フ彰 瑠 意点)
→ 現行法第 /蒻箔 おι

'て
■ま、障害者基本法α 鋼 を達成 するため

=こ
必熟

な法制上の措置布
"な

″ ″ならなι
'ご

ととされておグ.ご力だ基ブ
き、推進会議秘勤嚇鑑 静 島 能 朽 険討を踏まえフフ磨卿禦壼着″を|・

勤 するごととなる。

・ 障害者にかかる啓発、相談、研修等の分野において、差別問題、特に複

合差別 についての視点を踏まえて施策が行われること。

差別の実態を明らかにし、その防止に向けた理解の普及啓発を図るため、

国は事例の収集、整理、及び提供を行うこと。

〔実施 :険討
=こ
当た っての留意点)

→ 御意見を踏まえ。どのような規定の仕方があグラる″D検討ιてまι〕グ
|

たιL

l内閣府)

解 務θ l

(基本法改正に当たって政府に求める意見)

○ (P)

5)障害のある女性

(推進会議の認識)
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日本が女性差別撤廃条約を批准 して以降、同条約の国内実施においては、 |

障害のある女性についても、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その

他のいかなる分野においても、性の違いに基づくあらゆる差別を受けること

なく、すべての人権及び基本的自由を享有することが求められている。

障害者は、障害のない人と比較 し、日常生活又は社会生活上多くの社会的

障壁に囲まれ、様々な領域で不利益な状態を強いられている。

なかで も、障害のある女性は、性の違いに基づく差別、障害に基づく差別、

という二重の差別をうけている。

例えば障害のある女性の場合、母子生活支援施設の入所者に占める障害の

ある母親は 16.4%(4,092人の内 671人 、平成 18年)となっている。(*)2こ

れは、総人口に占める全国の障害者の割合 (6%前後)と比較 した場合、極

めて高い数字となつている。

このように障害のある女性は、社会で複合差別を受けており、これまでの

障害者施策には、障害者の中でもっとも差別を受けるリスクの高い女性が置

かれている差別的実態を問題にする視点が欠落 していたと言わざるを得な

い。

さらに、かつて国際会議で採択された指針 (「びわこミレニアム・フレーム

ワァク」及び、「びわこプラスファイブ (2007)」 )において障害のある女性の

エンパワーメントが採択されたにもかかわらず、効果的な施策はおこなわれ

なかつたという反省もある。

以上の事実を深刻に受け止め、基本法には、男女共同参画社会基本法の趣

旨も踏まえ、次の観点を盛り込むべきである。            (

。 日本が女子差別撤廃条約を批准したことを政策に反映すべく、国及び地

方公共団体は、障害のある女性が、性の違いに基づくあらゆる区別、排除

又は制限を受けることなく、すべての人権及び基本的自由を享受する権利

を行使できるようあらゆる施策を講ずること。

・ 国及び地方公共団体は、障害のある女性が、家庭の内外で暴力の犠牲に

2男女共同参画会議 監視・影響調査専門調査会資料「新たな経済社会の新 の中で生活困難を抱える男女に

ついη (平成 21年 11月 26日 )図表 46。 元データ :社会福祉呻 社会福祉協議会 全国母予雪議

協議会「平成 18勾書詮嘔旧子生活支援臓設寿妾爾塾 (平成19年 3月 )
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なりやすい存在であること、すべての女性が当然享受できるはずの性と生 |

殖の権利を認められなかった過去の歴史等、不当に取り扱われてきた事実 |

を受け止め、障害のある女性の性と生殖に係る人権が、侵されないよう、 |
最大限の注意をはらわなければならないこと。             |

口 国及び地方公共団体は、障害のある女性が複合的な差別を受けているこ
|

とを施策上の重要課題に位置付け、障害のある女性の完全な発展、地位の |

向上:及びエンパワーメントの確保に必要な措置を講ずること。     |

・ 基本的施策において示される各領域の施策は、障害のある女性の権利を
|

確保することを考え方の基本として踏まえつつ実施されること。     |

(実施・険討
=こ

当た っての留意点)                    |
→ 御意見 を婿害者基本法 だどのよ ラに反映させてιlぐ ごとが できる″D′

|

訂 ιてまι
'グ

た ιL

(内閣府)

(基本法改正に当たって政府に求める意見)

○ (P)

6)国及び地方公共団体の責務

(推進会議の認識)

|【障害者の権利を保障する責務】

1 国及び地方公共団体は、あらゆる人権の享有主体であるすべての障害者が

1地域社会で自立した生活を営むことができるよう、その権利を保障する責務

|を有すると同時に、身体障害や知的障害が対象となる障害者雇用義務や地方

1自 治体の医療費助成制度などが精神障害には適用されないなど障害の種別・

程度により福祉・医療施策に制度的格差がある現状を改める責務を有 してい

る。障害者基本法の改正に当た り、この点を明らかにするべきである。

【差別を禁止する措置を取る責務】

国及び地方公共団体は、障害に基づくあらゆる差別を禁止するための措置
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を講ずる責務を有している。また、国及び地方公共団体は障害者への合理的 |

配慮義務を有すると同時に、事業者、企業、学校設置者など合理的配慮を行 |

うべき者に対し、財政的、技術的な支援を行う責務を有している。

【インクルーシブ社会の構築】

国及び地方公共団体はあらゆる差別や偏見をなくし、障害者の置かれてい

る状況についての国民の理解を広げ、障害のある人が障害のない者と平等に

地域社会で自立した生活を営むことができるインクルーシブな社会を構築す

る責務を有している。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。

・ 国及び地方公共団体は、障害者が地域社会で自立した生活を営む権利を

保障し、並びに障害者間の制度的格差をなくすための措置を講ずる責務を

有すること。

(実施 θ険討|こ当たフての留意点)
→ 我が国

=こ
れ

'て
■ま,憲法で基本的人准勁辮 ざ力、その下でご力を呉

″佐 朽 睡琴電義務が個男嗜法 |こ規定され

“
'る

。

ご力を前提どιζ 基 場 乾 方 ι
'τ「

地域社会で生活 する剛 ュal
ラ抽象的な規定α ttψ晟 ″ ぞ ラ″D。 また障害者の地域生活だつιlて

1ま現在総合福祉″会で検討力唯 められ

“

〕るところであるの4場 合だ

よって″、基本法農加 lて障害者の地域生活を実現するための施策の方

/F7″を規定ιs具体的な権牙電|こフιlて1ま総合福祉法

`夕

読ノの申で規定

九 だ とが望ま ιι
'か

等の朗篇う含め。現行国内法制との整台″だう〃

βιフ,s真重lこ険討 九 泌 要がある。

〔内閣府)

・  =障害者間の制度″″差をな く〃 笏

…

だフι
'τ

⇒ 総則 √′ノ晟初 の0砺 し たとおグ

(厚生労働θ

。 国及び地方公共団体は、障害に基づくあらゆる差別を禁止するための措

置を講ずる責務を有すること。

(実施 θ険討■こ当たつての昌意点)
→ 御意見を踏まえ。どのような規定の仕方があ グラる″》険討 してまι

'グ
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|  たιち

1内閣府)

(基本法改正に当たって政府に求める意見)

○ (P)

7)国民の理解・責務

(推進会議の認識)

【障害者を含むすべての人の責務】

「国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の福祉の増進に協力するよう

努めなければならない」との現行規定は、国民から障害者を切り分け、障害

者を一方的に保護するべき対象とみなしているとの誤解を与えかねない。そ

こで、障害者も障害のない人も対等であるという前提のもとに相互に協力す

るという観点に立って、現行の規定は改められるべきである。

【具体的な意識啓発】

インクルーシブな社会の構築には、障害者の人権や障害そのものについて、

障害者を含むすべての人の理解を得る必要があるが、そのためには、障害及

び障害者の理解を促進する一般的規定を設けるだけではなく、社会全体の意

識向上に資する具体的な取組を規定するべきである。そのために、例えば、

障害者が社会参加することによって、社会的役割を果た している好事例を収

集 し、社会へ発信することで障害者の権利促進を図ることも必要である。

【事業者等の責務】

特 に、雇用主である事業者、学校の設置者等が障害者の権利を理解、促進

する責務があることを明らかにすることが必要である。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛 り込むべきである。

・ 障害者を含むすべての人が、障害と障害者に関する理解の上で、相互に

1 権利を尊重する責務があることを確認するとともに、障害者は保護される

| べき対象であるとの誤解を受けかねない「障害者の福祉の増進に協力する
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よう」との表現は避けること。

l実施 ,検討
=こ
当たっての留意点)                   |

→ 御意見を踏まえ。どのよ夕な規定の仕方力坊 グラる″D険討ιてまι:グ
|

たιL

t内閣府)|

, 
「障害者の橿祉α 艶 拓 協カオるよタノだフιlτ

⇒ 聡熙 √ノノβ胸 の0で示したとおグ

停 生労働θ

・ 事業者等の責務を明らかにすること。

〔実施 `検討
=こ

当たっての留意点)
→ 国民の責務

“

期 に 。事業者″存の責務とιζ総〃だ虎層オベもの力ゞ

ある″D。 また。昌ヽ にお″る事業者の責務に関する規定との整合性al
った観点う含めsどのよ夕な規定の仕方があグラる″D険討ιてまι

'グ
た

ιLオお。事業者の具体的な責務
=こ

フι
'て

■ま、固男J分野 爾 、公共的

置 の′ゞ グアングー。情報牙感用の/ゞグアングーノ農加 lて実体的
=こ
規定

ざ力τι
'る

ところ。                        i
また。合理的配慮の実施主体とιての事業者の責務の具体的内容|こフι〕

|

ては、今後差男■禁止誘 筆 坊 ιlて検討 ι

“
'た

だく必要があ る。

i内閣府)|

・  =事難 裳 盾 務を〃ら〃〕だするノとある″1具体的に。事業者等が″

″ ラ 責務があるの″を″らかだしてお
―

坊 る。

・ 総則 √イノ差男Jの禁止」衝 し たとおグ.障害者権澪■条約だおι'4_A
理的配慮にフι

'て「
均衡を失ιた又|ま過度の負″を課さなι

'ノ

とされ

“

1

るごとも踏まえる必要がある。

〔厚生労働θ

(基本法改正に当たって政府に求める意見)

○ (P)
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8)国際的協調

(推進会議の認識)

昭和 56(1981)年の「国際障害者年」、昭和 57(1982)年の「障害者に関

する世界行動計画」の実施を求めた「国連障害者の十年」(1983-1992)、 第 1

次・第 2次アジア太平洋障害者の十年 (1993-2002、 2003-2012)と いった国

際的な流れのもと、「完全参加と平等」「ノーマライゼーション」といつた国

際的理念を取り入れ、国内に普及さるよう取り組みを行ってきた。

このような経緯を踏まえ、基本法において、今後も、障害者の権利の確保、

尊厳の尊重を目的とする障害者権利条約を生み出した国際的な潮流を踏ま

え、国際的協調のもとで国内施策を進めることを確認すべきである。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。

・ 障害者の尊厳に資する観点から国際的協調のもとで障害者施策が進めら

れること。

(実施・濠 ■こ当た フての留意点)
→ 御意見 を踏まえ。どのよ 夕な規定の仕方があ グラるか険討 ιてまι

'グ
たιら

納 開

(基本法改正に当たって政府に求める意見)

○ (P)

9)障害者週間

(推進会議の認識 )

1 障害者週間を設けることには大きな意義があり、今後とも精力的に展開す

|べきであるが、現1犬の障害者週間に関しては、以下の点について考慮すべき

|である。

「障害者の福祉」という現行規定の表現は、障害者の権利条約を踏まえ

て、再考すべきであり、例えば、「障害者の権利と尊厳の確保及び促進」と

いう言葉に変えるべきである。

「積極的に参加する意欲を高める」という現行規定の表現は、個人の意
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欲の無さに問題があるかのような書き振りであるので、自由意思であらゆ |

る分野の活動に参加できる環境の促進という観点から表現を見直すべきで |

ある。

・ 現行の障害者週間は国民への周知が少ない。効果的に事業を展開して、

障害 (者)をより多くの国民が理解する機会とすべきである。例えば、障

害者の文化あるいはスポーツの分野について、さらに力を入れるべきであ

る。

・ 12月 3日 から9日 までが現行の障害者週間であるが、障害者の権利条約

が国連で採択された 12月 13日 を障害者週間に含めて、同条約についての

啓発という視点を取り入れたものにすべきであるとの意見もある。他方、

12月 3日 は国連が定めた国際障害者デーであり、国際協調を強調するので

あれば、12月 3日 を障害者の日として、その日に啓発を集中すべきという

意見もある。ただ、障害者の日であつた 12月 9日 は、国連で障害者の権

利宣言が採択された日であることもあり、これらを踏まえ、今後検討すべ

き課題である。

以上を踏まえ、基本法には次の観点を盛り込むべきである。

・ 障害者週間の目的を表わすにあたつて「障害者の福祉」や「積極的に参

加する意欲を高める」といった表現をさけ、社会の在り方の問題を踏まえ

て、よリー層の社会参加を図るといったことが理解できるような表現とす

ること。

(実施 ″圏 ■こ当たっての留意点)
→ 御意見を踏まえ、どのよ夕な規定の仕方があグラるか険討 ιてまι〕グ

たιち

l内閣府)
・  

「「
障害者の目祉■alった麦易を避

=ナ
」だつι

'τ
→ 総則 √′ノ晟御 須 象 7ιん 畳 ソ

〔厚生労働θ

(基本法改正に当たって政府に求める意見)
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