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障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関する
か ん   

条約
じょうやく

 第１回
だ い か い

日本
に ほ ん

政府
せ い ふ

報告
ほ う こく

（目次
も く じ

） 

 

第 1 部
だ い  ぶ

 総論
そ うろ ん

 

Ⅰ 条約
じょうやく

締結
ていけつ

に至る
い た  

経緯
け い い

と現状
げんじょう

 

Ⅱ 我が国
わ  く に

に関する
か ん   

基本的
き ほ ん て き

情報
じょうほう

 

Ⅲ 条約上
じょうやくじょう

の権利
け ん り

の実現
じつげん

のための政策
せ いさ く

，戦略
せんりゃく

，国内
こく な い

の法的
ほ うてき

枠組み
わ く ぐ  

，障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

に

関する
か ん   

包括的
ほうかつてき

な枠組み
わ く ぐ  

 

Ⅳ 条約上
じょうやくじょう

の権利
け ん り

実現
じつげん

のための資源
し げ ん

及び
お よ  

費用対
ひ よ う た い

効果
こ う か

の高い
た か  

方法
ほ うほ う

の追求
ついきゅう

 

 

第 2 部
だ い  ぶ

 各論
か くろ ん

 

第
だい

1条
じょう

   目的
も く て き

 

第
だい

2条
じょう

   定
てい

義
ぎ

 

第
だい

3条
じょう

   一般
いっぱん

原則
げんそく

 

第 4 条
だ い じ ょう

   一般的
いっぱんてき

義務
ぎ む

 

第 5 条
だ い じ ょう

   平等
びょうどう

及び
お よ  

無差別
む さ べ つ

 

第 6 条
だ い じ ょう

   障害
しょうがい

のある女子
じ ょ し

 

第 7 条
だ い じ ょう

   障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

 

第 8 条
だ い じ ょう

   意識
い し き

の向上
こうじょう

 

第 9 条
だ い じ ょう

   施設
し せ つ

及び
お よ  

サービス等
と う

の利用
り よ う

の容易
よ う い

さ 



 
 

第 10 条
だ い  じ ょ う

  生命
せいめい

に対する
た い   

権利
け ん り

 

第 11 条
だ い  じ ょ う

  危険
き け ん

な状況
じょうきょう

及び
お よ  

人道上
じんどうじょう

の緊急
きんきゅう

事態
じ た い

 

第 12 条
だ い  じ ょ う

  法律
ほ うり つ

の前
まえ

にひとしく認められる
み と      

権利
け ん り

 

第 13 条
だ い  じ ょ う

  司法
し ほ う

手続
てつづき

の利用
り よ う

の機会
き か い

 

第 14 条
だ い  じ ょ う

  身体
しんたい

の自由
じ ゆ う

及び
お よ  

安全
あんぜん

 

第 15 条
だ い  じ ょ う

  拷問
ご うもん

又
また

は残虐
ざんぎゃく

な、非人道的
ひ じ ん ど う て き

な若しく
も   

は品位
ひ ん い

を傷つける
き ず    

取扱い
とり あつか 

若しく
も   

は刑
けい

 

罰
ばつ

からの自由
じ ゆ う

 

第 16 条
だ い  じ ょ う

  搾取
さ く し ゅ

、暴力
ぼうりょく

及び
お よ

虐待
ぎゃくたい

からの自由
じ ゆ う

 

第 17 条
だ い  じ ょ う

  個人
こ じ ん

をそのままの状態
じょうたい

で保護
ほ ご

すること 

第 18 条
だ い  じ ょ う

  移動
い ど う

の自由
じ ゆ う

及び
お よ  

国籍
こく せ き

についての権利
け ん り

 

第 19 条
だ い  じ ょ う

  自立
じ り つ

した生活
せいかつ

及び
お よ  

地域
ち い き

社会
しゃかい

への包容
ほ うよう

 

第 20 条
だ い  じ ょ う

  個人
こ じ ん

の移動
い ど う

を容易
よ う い

にすること 

第 21 条
だ い  じ ょ う

  表現
ひょうげん

及び
お よ  

意見
い け ん

の自由
じ ゆ う

並び
な ら  

に情報
じょうほう

の利用
り よ う

の機会
き か い

 

第 22 条
だ い  じ ょ う

  プライバシーの尊重
そんちょう

 

第 23 条
だ い  じ ょ う

  家庭
か て い

及び
お よ  

家族
か ぞ く

の尊重
そんちょう

 

第
だい

24条
じょう

  教
きょう

育
い く

 

第
だい

25条
じょう

  健
けん

康
こ う

 

第 26 条
だ い  じ ょ う

  ハビリテーション（適応
て きおう

のための技術
ぎじゅ つ

の習得
しゅうとく

）及び
お よ  

リハビリテーション 



 
 

第 27 条
だ い  じ ょ う

  労働
ろ うど う

及び
お よ  

雇用
こ よ う

 

第 28 条
だ い  じ ょ う

  相当
そ うと う

な生活
せいかつ

水準
すいじゅん

及び
お よ  

社会的
しゃかいてき

な保障
ほ し ょ う

 

第 29 条
だ い  じ ょ う

  政治的
せ い じ て き

及び
お よ  

公的
こうて き

活動
かつどう

への参加
さ ん か

 

第 30 条
だ い  じ ょ う

  文化的
ぶ ん か て き

な生活
せいかつ

、レクリエーション、余暇
よ か

及び
お よ  

スポーツへの参加
さ ん か

 

第 31 条
だ い  じ ょ う

  統計
と うけい

及び
お よ  

資料
し り ょ う

の収 集
しゅうしゅう

 

第 32 条
だ い  じ ょ う

  国際
こ く さ い

協力
きょうりょく

 

第 33 条
だ い  じ ょ う

  国内
こく な い

における実施
じ っ し

及び
お よ  

監視
か ん し

 

 

付属
ふ ぞ く

  

議論
ぎ ろ ん

の整理
せ い り

～第３次
だ い  じ

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

を踏まえた
ふ    

課題
か だ い

～ 

 

統計
と うけい

・データ 

（障害者数
しょうがいしゃすう

） 

1. 障害者数
しょうがいしゃすう

 

2. 年齢
ねんれい

階層
かいそう

別
べつ

障害者数
しょうがいしゃすう

の推移
す い い

（身体
しんたい

障害児
し ょうが いじ

・者
し ゃ

・在宅
ざいた く

） 

3. 年齢
ねんれい

階層
かいそう

別
べつ

にみた身体
しんたい

障害児
し ょうが いじ

・者数
し ゃ すう

（在宅
ざいた く

）の人口比
じ ん こ う ひ

（対
たい

千人
せんにん

） 

4. 年齢
ねんれい

階層
かいそう

別
べつ

障害者数
しょうがいしゃすう

の推移
す い い

（知的
ち て き

障害児
し ょうが いじ

・者
し ゃ

・在宅
ざいた く

） 

5. 年齢
ねんれい

階層
かいそう

別
べつ

障害者数
しょうがいしゃすう

の推移
す い い

（精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

・外来
がいらい

） 

6. 種類
し ゅるい

別
べつ

障害者数
しょうがいしゃすう

の推移
す い い

（身体
しんたい

障害児
し ょうが いじ

・者
し ゃ

・在宅
ざいた く

） 



 
 

7. 種類
し ゅるい

別
べつ

障害者数
しょうがいしゃすう

の推移
す い い

（精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

・外来
がいらい

） 

8. 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
て ち ょ う

所持者数
し ょ じ し ゃ す う

、身体
しんたい

障害
しょうがい

の種類
し ゅるい

・障害
しょうがい

等
と う

級別
きゅうべつ

（在宅
ざいた く

） 

9. 障害
しょうがい

の疾患
しっかん

別
べつ

にみた身体
しんたい

障害児
し ょうが いじ

・者数
し ゃ すう

（在宅
ざいた く

） 

10. 程度
て い ど

別
べつ

障害者数
しょうがいしゃすう

の推移
す い い

（身体
しんたい

障害児
し ょうが いじ

・者
し ゃ

・在宅
ざいた く

） 

11. 障害
しょうがい

の程度
て い ど

別
べつ

にみた知的
ち て き

障害児
し ょうが いじ

・者数
し ゃ すう

（在宅
ざいた く

） 

12. 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
て ち ょ う

の交付者数
こ う ふ し ゃ す う

 

（暮らし
く   

） 

13. 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

、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

（在宅
ざいた く

）の住まい
す   

の状況
じょうきょう

 

14. 身体
しんたい

障害児
し ょうが いじ

・者
し ゃ

、知的
ち て き

障害児
し ょうが いじ

・者
し ゃ

に係る
か か

主
おも

な施設
し せ つ

の入所
にゅうしょ

状況
じょうきょう

 

15. 同居者
ど うき ょし ゃ

の有無
う む

 

16. 配偶者
は いぐうしゃ

の有無
う む

 

17. 障害者
しょうがいしゃ

総合
そ うご う

支援法
し え ん ほ う

の給付
き ゅ うふ

・事業
じ ぎ ょ う

 

18. サービス利用者
り よ う し ゃ

の将来
しょうらい

見通し
み と お  

等
と う

 

19. 年金
ねんきん

、手当
て あ て

及び
お よ  

給付
き ゅ うふ

金
きん

の額
が く

の推移
す い い

 

（子育て
こ そ だ  

、教育
きょういく

） 

20. 日中
にっちゅう

の過ごし方
す   か た

の状況
じょうきょう

（身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

）（在宅
ざいた く

）（複数
ふ く すう

回答
か いと う

） 

21. 「困った
こ ま   

時
と き

の相談
そうだ ん

相手
あ い て

」（身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

）（在宅
ざいた く

）（複数
ふ く すう

回答
か いと う

） 

22. 学
がっ

校数
こ う すう

、在学者数
ざいが く しゃ すう

及び
お よ  

教職
きょうしょく

員数
いんすう

－国
こっ

・公
こ う

・私立計
し り つ け い

－ 



 
 

23. 特別
と く べ つ

支援学
し え ん が っ

級数
きゅうすう

、特別
と く べ つ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

在籍
ざいせき

児童
じ ど う

生徒数
せ い と す う

及び
お よ  

担当
た んと う

教
きょう

員数
いんすう

－国
こっ

・公
こ う

・

私立計
し り つ け い

－ 

24. 特別
と く べ つ

支援
し え ん

学校
が っこう

重複
ちょうふく

障害
しょうがい

学級
がっきゅう

設置率
せ っ ち り つ

－国
こっ

・公
こ う

・私立計
し り つ け い

－ 

25. 通級
つうきゅう

による指導
し ど う

を受けて
う   

いる児童
じ ど う

生徒数
せ い と す う

 

26. 特別
と く べ つ

支援
し え ん

学校中
がっこうちゅう

学部
が く ぶ

及び
お よ  

中学校
ちゅうがっこう

特別
と く べ つ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

卒業後
そ つぎ ょうご

の状況
じょうきょう

－国
こっ

・公
こ う

・私立計
し り つ け い

－ 

27. 高等
こ う と う

学校
が っこう

（全日制
ぜんにちせい

・定時制
て い じ せ い

）、特別
と く べ つ

支援
し え ん

学校
が っこう

高等部
こ う と う ぶ

（本科
ほ ん か

）卒業者
そつぎょうしゃ

の進路
し ん ろ

－国
こっ

・

公
こ う

・私立計
し り つ け い

－ 

28. 入学
にゅうがく

試験
し け ん

における配慮
は いり ょ

状況
じょうきょう

（受験者数
じ ゅ けんしゃ すう

） 

（就労
しゅうろう

、収 入
しゅうにゅう

） 

29. 雇用
こ よ う

障害者数
しょうがいしゃすう

（性別
せいべつ

雇用者数
こ よ う し ゃ す う

割合
わりあい

）（従業員
じゅうぎょういん

５人
 に ん

規模
き ぼ

以上
い じ ょう

の規模
き ぼ

の事業所
じ ぎ ょ うし ょ

） 

30. 性別
せいべつ

、産業
さんぎょう

別
べつ

雇用者数
こ よ う し ゃ す う

の割合
わりあい

 

31. 性別
せいべつ

、雇用
こ よ う

形態
けいたい

別
べつ

雇用者数
こ よ う し ゃ す う

の割合
わりあい

 

32. 性別
せいべつ

、週
しゅう

所定
し ょて い

労働
ろ うど う

時間
じ か ん

別
べつ

雇用者数
こ よ う し ゃ す う

の割合
わりあい

 

33. 性別
せいべつ

、職業
しょくぎょう

別
べつ

雇用者数
こ よ う し ゃ す う

の割合
わりあい

 

34. 民間
みんかん

企業
き ぎ ょう

における実
じ つ

雇用率
こ よ う り つ

と雇用
こ よ う

労働者数
ろ うどうし ゃ すう

の推移
す い い

 

35. 国
く に

・地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

等
と う

における障害者
しょうがいしゃ

の在職
ざいしょく

状況
じょうきょう

（障害
しょうがい

種別
しゅべつ

） 

36. 賃金
ちんぎん

・工賃
こうちん

の平均
へいきん

月額
げつがく

 



 
 

37. ハローワークにおける障害者
しょうがいしゃ

の職業
しょくぎょう

紹介
しょうかい

状況
じょうきょう

 

（バリアフリー化
か

） 

38. バリアフリー化
か

整備
せ い び

目標
もくひょう

 

39. 旅客
り ょ か く

施設
し せ つ

におけるバリアフリー化
     か

の推進
すいしん

 

40. 車両
しゃりょう

等
と う

のバリアフリー化
      か

の推移
す い い

 

41. バリアフリー教室
きょうしつ

の参加
さ ん か

人数
にんずう

の推移
す い い

 

 42. 字幕
じ ま く

放送
ほ うそ う

等
と う

の実績
じ っせき
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第1部 総論
そ うろ ん

 

Ⅰ 条約
じょうやく

締結
ていけつ

に至る
い た  

経緯
け い い

と現状
げんじょう

 

1.我が国
わ  く に

は、2014年
ねん

1月
がつ

20日
にち

、「障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関する
かん   

条約
じょうやく

」（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。）の批准書
ひじゅんしょ

を国際
こくさい

連合
れんごう

事務
じ む

総長
そうちょう

に寄託
き た く

し、本条約
ほんじょうやく

は、第45条
だい  じょう

の規定
き て い

により、同年
どうねん

2
 

月
がつ

19日
にち

に我が国
わ  くに

について効力
こうりょく

を生
しょう

じた。この第１回
だい かい

日本
に ほ ん

政府
せ い ふ

報告
ほうこく

は、本条約
ほんじょうやく

が我が国
わ  くに

について効力
こうりょく

を生
しょう

じてから2016年
ねん

2月
がつ

までの

期間
き か ん

を対象
たいしょう

としている。また、本報告
ほんほうこく

には、我が国
わ  くに

において本条約
ほんじょうやく

第33条
だい  じょう

に

いう監視
か ん し

するための枠組み
わ く ぐ  

を担う
に な  

「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。）」のコメントを反映
はんえい

させるとともに、付属
ふ ぞ く

文書
ぶんしょ

として、本報告
ほんほうこく

の提出
ていしゅつ

を

視野
し や

に入
い

れて政策
せいさく

委員会
いいんかい

が行った
おこな   

我が国
わ  く に

障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

の根幹
こんかん

をなす第3次
だい  じ

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

の監視
か ん し

の結果
け っ か

を取りまとめた
と     

文書
ぶんしょ

を添付
て ん ぷ

してい

る。本報告
ほんほうこく

作成
さくせい

にあたっては、政策
せいさく

委員会
いいんかい

以外
い が い

の関係者
かんけいしゃ

からの意見
い け ん

も広く
ひ ろ  

求める
も と   

べく、案文
あんぶん

に対する
た い   

意見
い け ん

公募
こ う ぼ

も実施
じ っ し

した。 

2.我が国
わ  くに

は、障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

が国連
こくれん

総会
そうかい

で採択
さいたく

された翌年
よくとし

2007 年 9月
がつ

28日
にち

に、

同条約
どうじょうやく

に署名
しょめい

した。一方
いっぽう

、条約
じょうやく

の批准
ひじゅん

については、国内
こくない

の障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

等
とう

から、

条約
じょうやく

の批准
ひじゅん

に先立ち国
さ き だ  く に

内法
ないほう

の整備
せ い び

を始め
は じ め

とする障害者
しょうがいしゃ

に関する
かん   

制度
せ い ど

改革
かいかく

を

進める
すす   

べきとの意見
い け ん

が寄
よ

せられた。日本
にっぽん

政府
せ い ふ

は、これらの意見
い け ん

も踏まえ
ふ   

、2009年
ねん

12月
がつ

に内閣
ないかく

総理
そ う り

大臣
だいじん

を本
ほん

部長
ぶちょう

、全閣僚
ぜんかくりょう

をメンバーとする「障
しょう

がい者
しゃ

制度
せ い ど

改革
かいかく
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推進
すいしん

本部
ほ ん ぶ

」を設置
せ っ ち

し、集 中 的
しゅうちゅうてき

に障害者
しょうがいしゃ

に関する
かん   

制度
せ い ど

改革
かいかく

を進
すす

めていくことと

した。これを受けて
う   

、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

（2011年
ねん

8月
がつ

）、障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

の

改正
かいせい

（2012年
ねん

6月
がつ

）（「障害者
しょうがいしゃ

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

及び
お よ  

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

」（以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

」という。）に改められた
あらた        

。）、「障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

の推進
すいしん

に関する
かん   

法律
ほうりつ

」（以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

」という。）

の成立
せいりつ

及び
お よ  

「障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

の促進
そくしん

等
とう

に関する
かん   

法律
ほうりつ

」（以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進法
そくしんほう

」

という。）の改正
かいせい

（2013年
ねん

6月
がつ

）等
とう

、様々
さまざま

な制度
せ い ど

改革
かいかく

が行われた
おこな     

。このように、条約
じょうやく

の締結
ていけつ

に先立
さ き だ

って国内
こくない

の障害者
しょうがいしゃ

制度
せ い ど

を充実
じゅうじつ

させたことについては、国内外
こくないがい

か

ら評価
ひょうか

する声
こえ

が聞
き

かれている。 

3.他
た

方
ほ う

、日本
にっぽん

政府
せ い ふ

としては、条約
じょうやく

の実施
じ っ し

については不断
ふ だ ん

の努力
ど り ょ く

が必要
ひつよう

であるとの認識
にんしき

であり、障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

・関係者
かんけいしゃ

の方
かた

からの意見
い け ん

を求めながら
も と      

、今後
こ ん ご

政策
せ いさ く

を実施
じ っ し

してい

きたい。課題
か だ い

としては、データ・統計
と うけい

の充実
じゅうじつ

が挙げられ
あ    

、特
と く

に性
せい

・年齢
ねんれい

・障害
しょうがい

種別
しゅべつ

等
と う

のカテゴリーによって分類
ぶんるい

された、条約上
じょうやくじょう

の各権利
か く け ん り

の実現
じつげん

に関
かん

するデータにつき、よ

り障害
しょうがい

当事者
と う じ し ゃ

・関係者
かんけいしゃ

の方
かた

のニーズを踏まえた
ふ    

収 集
しゅうしゅう

が求められて
も と       

いると考えられる
か んが       

ので、次回
じ か い

報告
ほ う こく

提出
ていしゅつ

までの 間
あいだ

に改善
かいぜん

に努
つと

めたい。また、政策
せ いさ く

委員会
い い ん か い

では、障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

における重点的
じゅうてんてき

な課題
か だ い

として、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

も含
ふ く

めた意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

・医療的
いり ょうて き

ケアを必要
ひつよう

とする重度
じ ゅ う ど

障害者
しょうがいしゃ

等
と う

の地域
ち い き

移行
い こ う

の支援
し え ん

、インクルーシブ

教育
きょういく

システム、雇用
こ よ う

、情報
じょうほう

アクセシビリティについて、分野
ぶ ん や

横断的
おうだんてき

な課題
か だ い

として、
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障害
しょうがい

のある女性
じ ょせ い

、障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する統計
と うけい

について、重点的
じゅうてんてき

に検討
けんと う

された。 

 

Ⅱ 我が国
わ  く に

に関する
か ん    

基本的
き ほ ん て き

情報
じょうほう

 

4.国土
こ く ど

や人口
じんこう

等
とう

我が国
わ  くに

に関する
かん   

基本的
きほんてき

情報
じょうほう

については、「コア文書
ぶんしょ

」に係る
かか  

政府
せ い ふ

報告
ほうこく

（ＨＲＩ／ＣＯＲＥ／ＪＰＮ／2012）参照
さんしょう

。 

 

Ⅲ 条 約 上
じょうやくじょう

の権利
け ん り

の実現
じつげん

のための政策
せいさく

、戦略
せんりゃく

、国内
こくない

の法的
ほうてき

枠組み
わくぐ  

、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

に関する
かん   

包括的
ほうかつてき

な枠組
わ く ぐ

み 

5.我が国
わ  く に

の憲法
けんぽう

は、基本的
きほんてき

人権
じんけん

の尊重
そんちょう

を重要
じゅうよう

な柱
はしら

としており、憲法
けんぽう

第 97 条
だい   じょう

に

おいては、基本的
きほんてき

人権
じんけん

を「現在
げんざい

及
およ

び将来
しょうらい

の国民
こくみん

に対し
たい  

、侵す
お か  

ことのできない

永久
えいきゅう

の権利
け ん り

として信託
しんたく

されたものである」としている。この基本的
きほんてき

人権
じんけん

には、

(i)身体
しんたい

の自由
じ ゆ う

、表現
ひょうげん

の自由
じ ゆ う

、思想
し そ う

・良心
りょうしん

の自由
じ ゆ う

、信教
しんきょう

の自由
じ ゆ う

等
とう

のいわゆる

自由権的
じゆうけんてき

権利
け ん り

、(ii)教育
きょういく

を受ける
う   

権利
け ん り

、国民
こくみん

が健康
けんこう

で文化的
ぶんかてき

な最低
さいてい

限度
げ ん ど

の生活
せいかつ

を営む
いとな  

権利
け ん り

等
とう

のいわゆる社会的
しゃかいてき

権利
け ん り

等
とう

が含
ふく

まれている。また、同
どう

第 14 条
だい   じょう

にお

いては、すべて国民
こくみん

が法
ほう

の下
もと

に平等
びょうどう

であって差別
さ べ つ

されないことが記
しる

されている。 

6.障害者
しょうがいしゃ

についても、その基本的
きほんてき

人権
じんけん

は憲法
けんぽう

の下
もと

で保障
ほしょう

されているが、とりわけ、

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

を総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

に推進
すいしん

し、もって障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

を増進
ぞうしん

することを目的
もくてき

として、心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

対策
たいさく

基本法
きほんほう
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が 1970年
ねん

5月
がつ

21日
にち

に制定
せいてい

され、1993年
ねん

の「障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

」への名称
めいしょう

変更
へんこう

も含め
ふ く  

幾度
い く ど

かの改正
かいせい

を経て
へ  

、障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

の趣旨
し ゅ し

を反映
はんえい

させるために 2011年
ねん

に

更に
さら  

改正
かいせい

された。主
おも

な改正
かいせい

内容
ないよう

は、「障害者
しょうがいしゃ

」の定義
て い ぎ

に、いわゆる「社会
しゃかい

モデ

ル」の考
かんが

え方
かた

を反映
はんえい

したこと、「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」について我が国
わ  くに

の国
こく

内法
ないほう

で初めて
はじ   

規定
き て い

したこと、政策
せいさく

委員会
いいんかい

を設置
せ っ ち

したことである（政策
せいさく

委員会
いいんかい

についての詳細
しょうさい

は、第 33条
だい  じょう

「国内
こくない

における実施
じ っ し

及び
およ  

監視
か ん し

」参照
さんしょう

）。 

7.また、政府
せ い ふ

は、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第 11条
だい  じょう

に基づき
もと   

、政府
せ い ふ

が講
こう

ずる障害者
しょうがいしゃ

のための

施策
し さ く

の最も
もっと  

基本的
きほんてき

な計画
けいかく

として、障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

を策定
さくてい

することとなってい

る。現在
げんざい

、2013年
ねん

に策定
さくてい

した、2013年度
ど

から 2017年度
ね ん ど

までの概ね
おおむ 

5年間
ねんかん

を対象
たいしょう

とする第 3次
だ い  じ

計画
けいかく

に基づいて
も と     

、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

と社会
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

を推進
すいしん

しているところである。 

8.また、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

11条
じょう

では、都道府県
と ど う ふけ ん

については、障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

を基本
き ほ ん

とするとともに、当該
とうがい

都道府県
と ど う ふけ ん

における障害者
しょうがいしゃ

の状 況
じょうきょう

等
とう

を踏
ふ

まえ、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

を策定
さくてい

することを、 市町村
しちょうそん

については、障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

及び
およ  

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

を基本
き ほ ん

とするとともに、当該
とうがい

市町村
しちょうそん

における障害者
しょうがいしゃ

の

状 況
じょうきょう

等
とう

を踏まえ
ふ   

、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

を策定
さくてい

することを義務付
ぎ む づ

けている。2014

年
ねん

3月
がつ

末
まつ

時点
じ て ん

で、全て
すべ  

の都道府県
と ど う ふけ ん

が計画
けいかく

を策定
さくてい

しており、市町村
しちょうそん

については全体
ぜんたい

の 94.8％である 1651市
し

町村
ちょうそん

が策定
さくてい

している。 
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9.障害
しょうがい

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

施策
し さ く

に関して
かん   

は、2006年
ねん

4月
がつ

1日
にち

から施行
し こ う

された障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

において、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

及び
お よ  

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

に対し
たい  

、障害
しょうがい

の

種別
しゅべつ

に依らない
よ    

一元的
いちげんてき

な障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

の仕組み
し く  

を確立
かくりつ

するとともに、

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

への移行
い こ う

や就労
しゅうろう

支援
し え ん

といった課題
か だ い

に対応
たいおう

し、また、障害者
しょうがいしゃ

が自立
じ り つ

した日常
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

を 営
いとな

むために必要
ひつよう

な障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスや

相談
そうだん

支援
し え ん

等
とう

を利用
り よ う

することのできる仕組み
し く み

を構築
こうちく

している。 

  また、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

違憲
い け ん

訴訟
そしょう

原告団
げんこくだん

・弁護団
べんごだん

との基本
き ほ ん

合意
ご う い

（2010年
ねん

１月
  がつ

）や、内閣府
ないかくふ

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

会議
か い ぎ

総合
そうごう

福祉
ふ く し

部会
ぶ か い

によって取りまとめられた
と      

提言
ていげん

（2011年
ねん

８月
  がつ

）等
とう

を踏
ふ

まえ、2012年
ねん

６月
  がつ

に、

障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

の一部
い ち ぶ

改正法
かいせいほう

が成立
せいりつ

した。これにより、障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

の

題名
だいめい

を障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

に改める
あらた   

とともに、基本
き ほ ん

理念
り ね ん

の規定
き て い

の創設
そうせつ

や障害者
しょうがいしゃ

の範囲
は ん い

の拡大
かくだい

（難病
なんびょう

等
とう

の追加
つ い か

）等
とう

の改正
かいせい

が行われ
おこな   

、同法
どうほう

に基づき
もと   

、引き続き
ひ  つ づ  

障害者
しょうがいしゃ

の地域
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

に向けた
む   

施策
し さ く

を実施
じ っ し

している。 

10.「障害
しょうがい

に基づく
もと   

差別
さ べ つ

」及び
およ  

「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

」に関
かん

しては、2011年
ねん

に改正
かいせい

した障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

において、基本
き ほ ん

原則
げんそく

として、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

することを禁止
き ん し

するとともに、障害者
しょうがいしゃ

への差別
さ べ つ

とならないよう、

障害者
しょうがいしゃ

が個々
こ こ

の場合
ば あ い

において社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

を必要
ひつよう

とするときは、その

負担
ふ た ん

が過重
かじゅう

でない場合
ば あ い

には、その障壁
しょうへき

を除去
じょきょ

するための措置
そ ち

が実施
じ っ し

されるに当
あ
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たり、合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

がされなければならない旨
むね

規定
き て い

した。（障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第 4 条
だい  じょう

第 1項
だい  こう

、第 2項
だい  こう

） 

11.また、2013年
ねん

に成立
せいりつ

した障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

において、「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

」として、行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
とう

及び
およ  

事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

し、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

として不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱い
とりあつか 

をすることにより障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

利益
り え き

を侵害
しんがい

することを禁止
き ん し

す

るとともに、障害者
しょうがいしゃ

が個々
こ こ

の場合
ば あ い

において社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

を必要
ひつよう

とすると

きは、その負担
ふ た ん

が過重
かじゅう

でない場合
ば あ い

には、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

利益
り え き

を侵害
しんがい

しないよう、

その障壁
しょうへき

を除去
じょきょ

するための措置
そ ち

が実施
じ っ し

されるに当
あ

たり、合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

をしなけ

ればならない（事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対して
たい   

は、合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

をするように努
つと

めなければな

らない）旨
むね

を規定
き て い

している。（障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

第 7 条
だい  じょう

、第 8 条
だい  じょう

） 

12.雇用
こ よ う

における障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

に関して
かん   

は、2013年
ねん

に障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進法
そくしんほう

の一部
い ち ぶ

を

改正
かいせい

した。具体的
ぐたいてき

には、障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

第 27 条
だい   じょう

に規定
き て い

されている労働
ろうどう

及び
お よ  

雇用
こ よ う

の分野
ぶ ん や

における障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい   

差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

を具体化
ぐ た い か

するため、改正
かいせい

障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進法
そくしんほう

第 34条
だい  じょう

及び
お よ  

第 35条
だい  じょう

において、事業
じぎょう

主
ぬし

に対して
たい   

雇用
こ よ う

の分野
ぶ ん や

に

おける障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱い
とりあつか  

を禁止
き ん し

し、同法
どうほう

第 36条
だい  じょう

の 2及び
お よ  

第 36条
だい  じょう

の 3において、事業
じぎょう

主
ぬし

に対
たい

して、過重
かじゅう

な負担
ふ た ん

にならない範囲
は ん い

で障害者
しょうがいしゃ

が

職場
しょくば

で働く
はたら 

に当たって
あ    

の支障
ししょう

を改善
かいぜん

するための措置
そ ち

（合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

）を講
こう

ずるこ

とを義務付
ぎ む づ

けた。 
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13.さらに、改正
かいせい

障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進法
そくしんほう

第
だい

36条
じょう

及
およ

び第
だい

36条
じょう

の 5に基づき
もと   

、障害者
しょうがいしゃ

に

対する
たい   

差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

に関
かん

する規定
き て い

に定
さだ

める事項
じ こ う

に関
かん

し、事業主
ぎょうぬし

が適切
てきせつ

に対処
たいしょ

する

ための指針及
ししんおよ

び雇用
こ よ う

の分野
ぶ ん や

における障害者
しょうがいしゃ

と障害者
しょうがいしゃ

でない者
もの

との均等
きんとう

な

機会若
き か い も

しくは待遇
たいぐう

の確保又
かくほまた

は障害者
しょうがいしゃ

である労働者
ろうどうしゃ

の有
ゆう

する能力
のうりょく

の有効
ゆうこう

な発揮
は っ き

の支障
ししょう

となっている事情
じじょう

を改善
かいぜん

するために事業
じぎょう

主
ぬし

が講
こう

ずべき措置
そ ち

に関する
かん   

指針
し し ん

を 2015年
ねん

3月
がつ

に策定
さくてい

し、事業
じぎょう

主
ぬし

団体
だんたい

等
とう

に対して
た い   

精力的
せいりょくてき

に周知
しゅうち

のうえ、2016年
ねん

4月
がつ

に施行
し こ う

された。加えて
くわ   

、雇用
こ よ う

の分野
ぶ ん や

における障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

及び
お よ  

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

について事業
じぎょう

主
ぬし

と障害者
しょうがいしゃ

である労働者
ろうどうしゃ

の 間
あいだ

で紛争
ふんそう

が起
お

き

た場合
ば あ い

について、同法
どうほう

第
だい

3 章
しょう

の 2において、事業
じぎょう

主
ぬし

は、障害者
しょうがいしゃ

から苦情
くじょう

の申出
もうしで

を受
う

けたときは自主的
じしゅてき

な解決
かいけつ

に努
つと

めることとするほか、都道府県
と ど う ふけ ん

労働
ろうどう

局 長
きょくちょう

は

必要
ひつよう

な助言
じょげん

、指導
し ど う

又
また

は勧告
かんこく

をすることができ、必要
ひつよう

があると認
みと

める時
とき

は紛争
ふんそう

調整
ちょうせい

委員会
いいんかい

に調停
ちょうてい

を行
おこな

わせることが規定
き て い

されている。 

 

Ⅳ 条 約 上
じょうやくじょう

の権利
け ん り

実現
じつげん

のための資源
し げ ん

及
およ

び費用対
ひようたい

効果
こ う か

の高い
た か  

方法
ほうほう

の追求
ついきゅう

 

14.我が国
わ  くに

の障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

に関して
かん   

は、施策
し さ く

を実施
じ っ し

する各 省 庁
かくしょうちょう

において予算
よ さ ん

を

計上
けいじょう

して実施
じ っ し

しているところであり、2015年度
ね ん ど

の障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

関係
かんけい

予算
よ さ ん

の合計
ごうけい

額
がく

は、1兆
ちょう

7233億円
おくえん

である。2015年度
ね ん ど

の障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

関係
かんけい

予算
よ さ ん

の主
おも

なものとして、

障害児者
しょうがいじしゃ

が地域
ち い き

や住み慣
す  な

れた場所
ば し ょ

で暮らす
く   

ための障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの提供
ていきょう

や、
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障害児
しょうがいじ

のための療育
りょういく

支援
し え ん

、障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支援
し え ん

する事業
じぎょう

等
とう

があり、これ

らを含
ふく

む生活
せいかつ

支援
し え ん

施策
し さ く

としては 1兆 1330億円
ちょう    おくえん

を確保
か く ほ

している。障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

関係
かんけい

予算
よ さ ん

は、2011年
ねん

時点
じ て ん

では 1兆 3565億円
ちょう    おくえん

であったが、4年間
ねんかん

で約
やく

3668億円
おくえん

、約
やく

27％増加
ぞ う か

している。 

15.なお、我が国
わ  くに

においては、業務
ぎょうむ

災害
さいがい

に係る
かか  

給付
きゅうふ

、障害
しょうがい

年金
ねんきん

等
とう

については、そ

れぞれの施策
し さ く

に包括
ほうかつ

されて計上
けいじょう

しており、障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

としては計上
けいじょう

していな

い。 

 

第 2 部
だ い  ぶ

 各論
か くろ ん

 

第 1 条
だい  じょう

   目的
も く て き

 

16.障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

の趣旨
し ゅ し

を踏
ふ

まえ、2011年
ねん

に改正
かいせい

した障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

において

は、全て
す べ  

の国民
こくみん

が障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、等
ひと

しく基本的
きほんてき

人権
じんけん

を享有
きょうゆう

するか

けがえのない個人
こ じ ん

として尊重
そんちょう

されるものであるとの理念
り ね ん

にのっとり、全て
す べ  

の

国民
こくみん

が、障害
しょうがい

の有無
う む

によって分け隔
わ  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

する社会
しゃかい

を実現
じつげん

するために障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

を推進
すいしん

するこ

とを目的
もくてき

として定めて
さだ   

いる。（障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

1条
じょう

） 

17.「障害者
しょうがいしゃ

」の定義
て い ぎ

については、改正前
かいせいまえ

の障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

では、障害者
しょうがいしゃ

は「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

又
また

は精神
せいしん

障害
しょうがい

（「以下
い か

「障害
しょうがい

」と総称
そうしょう

する。」）があるため、
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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

を受ける
う   

者
もの

をいう」と規定
き て い

されて

いたが、2011年
ねん

の改正
かいせい

で、いわゆる「社会
しゃかい

モデル」の考え方
かんが かた

を反映
はんえい

し、「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

（以下
い か

「障害
しょうがい

」と総称
そうしょう

する。）がある者
もの

であつて、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

にあるものをいう。」と

規定
き て い

している（障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第 2 条
だい  じょう

）。障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

においても、同じ

障害者
しょうがいしゃ

の定義
て い ぎ

をとっている。 

18.同様
どうよう

に、社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

についても「障害
しょうがい

がある者
もの

にとつて日常
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

を営
いとな

む上で障壁
しょうへき

となるような社会
しゃかい

における事物
じ ぶ つ

、制度
せ い ど

、慣行
かんこう

、観念
かんねん

、その他
  た

一切
いっさい

のものをいう」と規定
き て い

された。 

 

第 2 条
だい  じょう

   定義
て い ぎ

 

19.障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

への取組
と り く み

については、第 1 部
だ い  ぶ

「総論
そ うろ ん

」、第 1 条
だい  じょう

「目的
も く て き

」及び
およ  

第 5 条
だい  じょう

「平等
びょうどう

及び
およ  

無差別
む さ べ つ

」参照
さんしょう

。 

20.2008年
ねん

3月
がつ

バリアフリー・ユニバーサルデザインに関する
か ん    

関係
かんけい

閣僚
かくりょう

会議
か い ぎ

において

決定
けってい

した「バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進
すいしん

要綱
よ う こ う

」は、ユニバーサルデザイン

を、施設
し せ つ

や製品
せいひん

等
と う

については 新
あたら

しいバリアが生じない
し ょ う     

よう誰
だれ

にとっても利用
り よ う

しやすく

デザインするという考え方
かんが  かた

としており、ユニバーサルデザインの推進
すいしん

に関して
か ん    

は、
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一部
い ち ぶ

の関係者
かんけいしゃ

のみによる取組
と り く み

とするのではなく、国民
こく み ん

一人
ひ と り

ひとりの課題
か だ い

であるととら

え、社会
しゃかい

全体
ぜんたい

で取り組み
と り く  

を進めて
す す    

いくことが重要
じゅうよう

であり、そのために、関係者
かんけいしゃ

相互
そ う ご

に

よる積極的
せっきょくてき

な情報
じょうほう

交換
こうか ん

・情報
じょうほう

共有
きょうゆう

が不可欠
ふ か け つ

であり、こうした取組
と り く み

を促進
そ く し ん

すると規定
き て い

し

ている。 

 

第 3 条
だい  じょう

   一般
いっぱん

原則
げんそく

 

21.我が国
わ  く に

は条約
じょうやく

の批准
ひじゅん

に当たって
あ    

障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

の趣旨
し ゅ し

を踏まえて
ふ    

法
ほう

整備
せ い び

等
とう

を行
おこな

ったが、本条
ほんじょう

に掲げる
か か   

一般
いっぱん

原則
げんそく

の各項目
かくこうもく

の趣旨
し ゅ し

についても以下
い か

のとおり

対応
たいおう

した。 

22.第 3 条
だい  じょう

（a）及
およ

び(c)については、2011年
ねん

の障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の改正
かいせい

において、全て
す べ  

の障害者
しょうがいしゃ

が、基本的
きほんてき

人権
じんけん

を享有
きょうゆう

する個人
こ じ ん

としてその尊厳
そんげん

が重
おも

んぜられ、その

尊厳
そんげん

にふさわしい生活
せいかつ

を保障
ほしょう

される権利
け ん り

を有する
ゆう   

ことを前提
ぜんてい

として、社会
しゃかい

を

構成
こうせい

する一員
いちいん

として社会
しゃかい

、経済
けいざい

、文化
ぶ ん か

その他
  た

あらゆる分野
ぶ ん や

の活動
かつどう

に参加
さ ん か

する機会
き か い

が確保
か く ほ

されること、地域
ち い き

社会
しゃかい

において他
た

の人々
ひとびと

と共生
きょうせい

することを妨
さまた

げられな

いこと等
とう

を基本
き ほ ん

原則
げんそく

とすることを定
さだ

めており、障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

・包容
ほうよう

を

促進
そくしん

している（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

）。地域
ち い き

社会
しゃかい

への包容
ほうよう

については、第 19条
だい  じょう

「自立
じ り つ

した生活
せいかつ

及び
お よ  

地域
ち い き

社会
しゃかい

への包容
ほうよう

」等
とう

を参照
さんしょう

。 

23.第 3 条
だい  じょう

(b)及
およ

び（e）については、第 1部
だ い  ぶ

「総論
そうろん

」及び
お よ  

第
だい

5 条
じょう

「平等
びょうどう

及び
お よ  

無差別
む さ べ つ

」

参照
さんしょう

。  



11 
 

24.第 3 条
だい  じょう

(d)については、2012年
ねん

に制定
せいてい

された障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

においては、

2011年
ねん

の障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

改正
かいせい

を受
う

け、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

第
だい

1 条
じょう

の 2 において、

障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

が目指す
め ざ  

べき基本
き ほ ん

理念
り ね ん

が制定
せいてい

された。具体的
ぐたいてき

には、全
すべ

ての

国民
こくみん

が基本的
きほんてき

人権
じんけん

を享有
きょうゆう

する個人
こ じ ん

として尊重
そんちょう

されること、障害
しょうがい

の有無
う む

によっ

て分
わ

け隔
へだ

てられることなく共生
きょうせい

する社会
しゃかい

の実現
じつげん

、身近
み ぢ か

な場所
ば し ょ

において必要
ひつよう

な

支援
し え ん

を受
う

けられること、社会
しゃかい

参加
さ ん か

の機会
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

が確保
か く ほ

されること、社会
しゃかい

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

等
とう

の理念
り ね ん

が規定
き て い

されている。 

25.第 3条
だい じょう

(f)については、第 9 条
だい  じょう

「施設
し せ つ

及
およ

びサービス等
とう

の利用
り よ う

の容易
よ う い

さ」参照
さんしょう

。

第
だい

3 条
じょう

(g)については、第 6条
だい じょう

「障害
しょうがい

のある女子
じ ょ し

」参照
さんしょう

。 

26.第 3 条
だい  じょう

(h)については、教育
きょういく

基本法
きほんほう

第
だい

3 条
じょう

において、自己
じ こ

の人格
じんかく

を磨
みが

き、あ

らゆる機会
き か い

にあらゆる場所
ば し ょ

で学習
がくしゅう

ができ、その成果
せ い か

を適切
てきせつ

に生
い

かすことのでき

る社会
しゃかい

の実現
じつげん

が図
はか

られなければならないとされている。また、同法
どうほう

第
だい

4条
じょう

にお

いて、全
すべ

て国民
こくみん

は、ひとしく、その能力
のうりょく

に応
おう

じた教育
きょういく

を受
う

ける機会
き か い

を保障
ほしょう

さ

れ、また、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

は、障害
しょうがい

のある者
もの

が、その障害
しょうがい

の状態
じょうたい

に応
おう

じ、

十分
じゅうぶん

な教育
きょういく

を受
う

けられるよう、教 育 上
きょういくじょう

必要
ひつよう

な支援
し え ん

を講
こう

じることとされてい

る。 

 

第 4 条
だ い じ ょ う

   一般的
いっぱんてき

義務
ぎ む

 

第 4条
だい じょう

1 について、 
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27.障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

は、何人
なんびと

に対
たい

しても、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

を禁止
き ん し

している（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

第
だい

1項
こう

）。

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

において、全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

が基本的
きほんてき

人権
じんけん

を享有
きょうゆう

する個人
こ じ ん

としてその尊厳
そんげん

が重
おも

んぜられ、その尊厳
そんげん

にふさわしい生活
せいかつ

を保障
ほしょう

される権利
け ん り

を

有
ゆう

することを前提
ぜんてい

として、社会
しゃかい

を構成
こうせい

する一員
いちいん

として社会
しゃかい

、経済
けいざい

、文化
ぶ ん か

その他
  た

あらゆる分野
ぶ ん や

の活動
かつどう

に参加
さ ん か

する機会
き か い

が確保
か く ほ

されることを規定
き て い

している。 

28.また、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

2条
じょう

に定義
て い ぎ

されている「ユニバーサルデザイン」の

製品
せいひん

、サービス、設備
せ つ び

及
およ

び施設
し せ つ

、障害者
しょうがいしゃ

に適
てき

した新
あら

たな機器
き き

等
とう

の研究
けんきゅう

、開発
かいはつ

、

促進
そくしん

、情報
じょうほう

提供
ていきょう

等
とう

に関して
かん   

は、第
だい

3次
じ

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

（Ⅱ-3）の「各分野
かくぶんや

に

共通
きょうつう

する横断的
おうだんてき

視点
し て ん

」の一つ
ひ と  

として、障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

への参加
さ ん か

を実質的
じっしつてき

なもの

とし、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、その能力
のうりょく

を最大限
さいだいげん

に発揮
は っ き

しながら、安心
あんしん

し

て生活
せいかつ

できるようにするため、ソフト、ハードの両面
りょうめん

にわたる社会
しゃかい

の

バリアフリー化
    か

を推進
すいしん

し、アクセシビリティ の向上
こうじょう

を図
はか

るとしている。 

29.障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

22条
じょう

及び
お よ  

第 2次
だ い  じ

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

（Ⅲ7．（2））において、国
くに

及び
お よ  

地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

が、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

のための施策
し さ く

を講じる
こう   

こととされており、「日本
にっぽん

工業
こうぎょう

規格
き か く

（JIS X8341-4） 高齢者
こうれいしゃ

・障害者
しょうがいしゃ

等
など

配慮
はいりょ

設計
せっけい

指針
し し ん

－情報
じょうほう

通信
つうしん

における機器
き き

、ソフトウェア及
およ

びサービス－第 4部
だ い  ぶ

：電気
で ん き

通信
つうしん

機器
き き

」を 2005年
ねん

に制定
せいてい

した。 
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第 4 条
だい  じょう

3 について、 

30.障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

では、内閣府
ないかくふ

に、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
かい

参加
さ ん か

に関する
かん   

事業
じぎょう

の従事者
じゅうじしゃ

、学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

30人
にん

以内
い な い

で構成
こうせい

される審
しん

議会
ぎ か い

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

」を置
お

くこととしている。（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

33条
じょう

）現在
げんざい

、政策
せいさく

委員会
いいんかい

は 28名
めい

であり、半数
はんすう

以上
いじょう

が身体
しんたい

障害
しょうがい

（視覚
し か く

障害
しょうがい

、聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

、肢体
し た い

不自由
ふ じ ゆ う

、盲
もう

ろう）・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。）・難病
なんびょう

の本人
ほんにん

又
また

はその家族
か ぞ く

からなる団体
だんたい

の方々
かたがた

で構成
こうせい

されている。 

31.また、政策
せいさく

委員会
いいんかい

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

」の策定
さくてい

又
また

は変更
へんこう

について意見
い け ん

を聴
き

くこととされているほか、障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

についての調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

、実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

の監視
か ん し

などを行
おこな

い、必要
ひつよう

に応じて
おう   

内閣
ないかく

総理
そ う り

大臣
だいじん

に対して
たい   

意見
い け ん

を述べる
の   

こ

と等
とう

ができることとされている。（障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

11 条
じょう

第
だい

4項
こう

及
およ

び第 9項
だい こう

、

第 32条
だい  じょう

） 

32.また、国
くに

及び
お よ  

地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

は、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

及び
お よ  

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

を講
こう

ずるに当たって
あ    

は、障害者
しょうがいしゃ

その他
  た

の関係者
かんけいしゃ

の意見
い け ん

を聴き
き  

、その意見
い け ん

を

尊重
そんちょう

するよう努
つと

めなければならないこととされている。（障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

10

条
じょう

第
だい

2項
こう

） 

33.地方
ち ほ う

における意思
い し

決定
けってい

過程
か て い

の関与
か ん よ

としては、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

において、都道府県
と ど う ふけ ん

や市町村
しちょうそん

において、当該
とうがい

都道府県
と ど う ふけ ん

又
また

は市町村
しちょうそん

の障害者
しょうがいしゃ

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
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な推進
すいしん

について調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

し、及び
およ  

その実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

を監視
か ん し

する合議制
ごうぎせい

の機関
き か ん

を置
お

く（市町村
しちょうそん

においては「置
お

くことができる」）こととされている。2014年
ねん

３月
  がつ

末
まつ

時点
じ て ん

で、全て
すべ  

の都道府県
と ど う ふけ ん

が合議制
ごうぎせい

の機関
き か ん

を置
お

いており、市町村
しちょうそん

については全体
ぜんたい

の

48.3％である 841市
し

町村
ちょうそん

が置
お

いている。（障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

36条
じょう

） 

34.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

の策定
さくてい

又
また

は変更
へんこう

に当
あ

たっては、この合議制
ごうぎせい

の機関
き か ん

から意見
い け ん

を聴
き

くこととされているほか、この合議制
ごうぎせい

の機関
き か ん

は、当該
とうがい

計画
けいかく

に

ついての調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

、実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

の監視
か ん し

などを行
おこな

うことができるとされている。

（市町村
しちょうそん

の場合
ば あ い

、合議制
ごうぎせい

の機関
き か ん

を置
お

いていない場合
ば あ い

は、障害者
しょうがいしゃ

その他
た

の関係者
かんけいしゃ

の意見
い け ん

を聴
き

くこととされている。）（障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

11条
じょう

第
だい

5・6・9項
こう

） 

35.障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

第
だい

87条
じょう

において、厚生
こうせい

労働
ろうどう

大臣
だいじん

は、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

の

提供
ていきょう

体制
たいせい

を整備
せ い び

し、同法
どうほう

に基
もと

づく支援
し え ん

の円滑
えんかつ

な実施
じ っ し

を確保
か く ほ

するための基本
き ほ ん

指針
し し ん

を定
さだ

めることとされているが、基本
き ほ ん

指針
し し ん

の作成
さくせい

又
また

は変更
へんこう

に当
あ

たっては、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

及
およ

びその家族
か ぞ く

その他
   た

の関係者
かんけいしゃ

の意見
い け ん

を反映
はんえい

させるために必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

じる

こととされている。また、同法
どうほう

第
だい

88 条
じょう

及
およ

び第
だい

89 条
じょう

において、市町村
しちょうそん

及
およ

び

都道府県
と ど う ふけ ん

は、基本
き ほ ん

指針
し し ん

に即
そく

して、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの提供
ていきょう

体制
たいせい

の確保
か く ほ

等
とう

、同法
どうほう

に基
もと

づく業務
ぎょうむ

の円滑
えんかつ

な実施
じ っ し

に関
かん

する障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

を定
さだ

めることとされている

が、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

計画
けいかく

の作成
さくせい

又
また

は変更
へんこう

に当
あ

たっては、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

及
およ

びその家族
か ぞ く

並
なら

び

に障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の福祉
ふ く し

、医療
いりょう

、教育
きょういく

又
また

は雇用
こ よ う

に関連
かんれん

する職務
しょくむ

に従事
じゅうじ

する者
もの

等
とう

によ
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り構成
こうせい

される協
きょう

議会
ぎ か い

の意見
い け ん

を聴
き

くよう努
つと

めることとされている。 

 

第 5 条
だ い じ ょ う

   平等
びょうどう

及び
お よ  

無差別
む さ べ つ

 

36.障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

において、基本
き ほ ん

原則
げんそく

として、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

することを禁止
き ん し

するとともに、障害者
しょうがいしゃ

への差別
さ べ つ

となら

ないよう、障害者
しょうがいしゃ

が個々
こ こ

の場合
ば あ い

において社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

を必要
ひつよう

とするとき

は、その負担
ふ た ん

が過重
かじゅう

でない場合
ば あ い

には、その障壁
しょうへき

を除去
じょきょ

するための措置
そ ち

が実施
じ っ し

さ

れるに当
あ

たり、合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

がされなければならない旨
むね

規定
き て い

している。（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

第
だい

1項
こう

、第
だい

2項
こう

） 

37.障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

において、「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

」として、行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
とう

及び
お よ  

事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

し、障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

として不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱い
とりあつか 

をすること

により障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

利益
り え き

を侵害
しんがい

することを禁止
き ん し

するとともに、障害者
しょうがいしゃ

が個々
こ こ

の場合
ば あ い

において社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

を必要
ひつよう

とするときは、その負担
ふ た ん

が過重
かじゅう

でない

場合
ば あ い

には、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

利益
り え き

を侵害
しんがい

しないよう、その障壁
しょうへき

を除去
じょきょ

するための

措置
そ ち

が実施
じ っ し

されるに当
あ

たり、合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

をしなければならない（事
じ

業者
ぎょうしゃ

に

対して
たい   

は、合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

をするように努
つと

めなければならない）旨
むね

を規定
き て い

してい

る。（障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

第
だい

7条
じょう

、第
だい

8 条
じょう

） 

38.また、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

において、行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
とう

及び
お よ  

事
じ

業者
ぎょうしゃ

における障害
しょうがい

を
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理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

を解消
かいしょう

するために以下
い か

の措置
そ ち

等
とう

を定
さだ

めている。 

（1）行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
とう

に対し
た い  

、不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱い
とりあつか 

を禁止
き ん し

し、過重
かじゅう

な負担
ふ た ん

がない限り
か ぎ  

社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

について必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

を行う
おこな  

ことを義務付ける
ぎ む づ   

とともに、各職員
かくしょくいん

が適切
てきせつ

に対応
たいおう

するための要領
ようりょう

の作成
さくせい

を義務
ぎ む

（地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

は努力
どりょく

義務
ぎ む

）付
づ

け。 

（2）事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対し
た い  

、不当
ふ と う

な差別的
さべつてき

取扱い
とりあつか 

を禁止
き ん し

し、過重
かじゅう

な負担
ふ た ん

がない限り
かぎ  

社会的
しゃかいてき

障壁
しょうへき

の除去
じょきょ

について必要
ひつよう

かつ合理的
ごうりてき

な配慮
はいりょ

を行う
おこな  

ことに努める
つと   

よう

義務付ける
ぎ む づ   

とともに、主務
し ゅ む

大臣
だいじん

が対応
たいおう

指針
し し ん

（ガイドライン）の作成
さくせい

並び
な ら び

に報告
ほうこく

の徴 収
ちょうしゅう

、助言
じょげん

、指導
し ど う

及び
お よ  

勧告
かんこく

を行う
おこな  

ことにより事
じ

業者
ぎょうしゃ

の自主的
じしゅてき

な取組
とりくみ

を

促進
そくしん

するための措置
そ ち

を規定
き て い

。 

（3）相談
そうだん

及び
お よ  

紛争
ふんそう

防止
ぼ う し

等
とう

のための体制
たいせい

の整備
せ い び

、啓発
けいはつ

活動
かつどう

、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

支援
し え ん

地域協
ちいききょう

議会
ぎ か い

等
とう

の障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消
かいしょう

のための支援
し え ん

措置
そ ち

を規定
き て い

。 

 

第
だい

6条
じょう

   障害
しょうがい

のある女子
じ ょ し

 

39.障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

において、施策
し さ く

の基本
き ほ ん

方針
ほうしん

として、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

及び
お よ  

社会
しゃかい

参加
さ ん か

のための施策
し さ く

が、障害者
しょうがいしゃ

の性別
せいべつ

等
とう

に応
おう

じて、かつ、有機的
ゆうきてき

連携
れんけい

の下
もと

に総合的
そうごうてき

に、

策定
さくてい

され、及び
お よ  

実施
じ っ し

されなければならない旨
むね

規定
き て い

している（障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

10

条
じょう

第
だい

1項
こう

）。また、第
だい

3次
じ

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

及び
お よ  

障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

に基づく
もと   

基本
き ほ ん
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方針
ほうしん

及び
お よ  

第 4次
だ い  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

には、障害
しょうがい

に加え
く わ  

、女性
じょせい

であることで

更に
さ ら  

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

におかれている場合
ば あ い

に配慮
はいりょ

が必要
ひつよう

である旨
むね

、明記
め い き

し

ている。 

また、政策
せいさく

委員会
いいんかい

において、第 3次
だ い  じ

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

について

の議論
ぎ ろ ん

を行う
おこな 

中
なか

で、障害
しょうがい

のある女性
じょせい

委員
い い ん

から障害
しょうがい

のある女性
じょせい

の課題
か だ い

について

意見
い け ん

を伺い
うかが 

、議論
ぎ ろ ん

を行
おこな

った。 

40.売春
ばいしゅん

防止法
ぼうしほう

等
とう

に基づき
もと   

、都道府県
と ど う ふけ ん

に設置
せ っ ち

された婦人
ふ じ ん

相談所
そうだんじょ

において、障害者
しょうがいしゃ

を含
ふく

め、配偶者
はいぐうしゃ

等
とう

からの暴力
ぼうりょく

やストーカー被害
ひ が い

にあっている女性
じょせい

等
とう

からの相談
そうだん

に応
おう

じるとともに、必要
ひつよう

に応じて
おう   

一時
い ち じ

保護
ほ ご

を行って
おこな   

いる。また、中長期的
ちゅうちょうきてき

な支援
し え ん

が必要
ひつよう

な方
かた

に対して
たい   

は、婦人
ふ じ ん

保護
ほ ご

施設
し せ つ

において、必要
ひつよう

な保護
ほ ご

支援
し え ん

を行
おこな

っている。

なお、婦人
ふ じ ん

保護
ほ ご

事業
じぎょう

に関する
か ん   

都道府県
と ど う ふけ ん

からの実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

報告
ほうこく

によれば、2014年度
ね ん ど

に婦人
ふ じ ん

保護
ほ ご

施設
し せ つ

に入所
にゅうしょ

していた者
もの

のうち４割
 わ り

は、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

あるいは何ら
な ん  

かの疾患
しっかん

を抱えて
か か   

いる。 

41.なお、本条
ほんじょう

に関して
か ん   

は、政策
せいさく

委員会
いいんかい

より、次
つぎ

のような指摘
し て き

がなされている。

（より詳しく
く わ   

は、付属
ふ ぞ く

文書
ぶんしょ

を参照
さんしょう

のこと） 

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

６条
じょう

「障害
しょうがい

のある女子
じ ょ し

」に対応
たいおう

するため、障害
しょうがい

女性
じょせい

の

視点
し て ん

からの記述
きじゅつ

及び
お よ  

統計
とうけい

を充実
じゅうじつ

させるとともに、例えば
た と   

、福祉
ふ く し

施設
し せ つ

での同性
どうせい

介助
かいじょ

を標準化
ひょうじゅんか

するなど、女性
じょせい

に重点
じゅうてん

を置いた
お  

政策
せいさく

立案
りつあん

を推進
すいしん

する必要
ひつよう

がある。
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また、国
くに

や地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の政策
せいさく

を決定
けってい

する様々
さまざま

な審
しん

議会
ぎ か い

や有識者
ゆうしきしゃ

会議
か い ぎ

の委員
い い ん

構成
こうせい

については、ポジティブ・アクション※の取組
とりくみ

が推進
すいしん

されており、政策
せいさく

委員会
いいんかい

においても、こうした視点
し て ん

・取組
とりくみ

が必要
ひつよう

である。 

※男女
だんじょ

が、社会
しゃかい

の対等
たいとう

な構成員
こうせいいん

として、自ら
みずか 

の意思
い し

によって社会
しゃかい

のあらゆる分野
ぶ ん や

における

活動
かつどう

に参画
さんかく

する機会
き か い

に係る
か か  

男女間
だんじょかん

の格差
か く さ

を改善
かいぜん

するため必要
ひつよう

な範囲内
は ん い な い

において、男女
だんじょ

のい

ずれか一方
いっぽう

に対し
た い  

、当該
とうがい

機会
き か い

を積極的
せっきょくてき

に提供
ていきょう

すること 

 

第 7 条
だい  じょう

  障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

 

42.障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

において、施策
し さ く

の基本
き ほ ん

方針
ほうしん

として、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

のための施策
し さ く

が、障害者
しょうがいしゃ

の年齢
ねんれい

等
とう

に応
おう

じて、かつ、有機的
ゆうきてき

連携
れんけい

の下
もと

に総合的
そうごうてき

に

策定
さくてい

され、及
およ

び実施
じ っ し

されなければならない旨
むね

規定
き て い

している（障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

10

条
じょう

第
だい

1項
こう

）。また、第
だい

3次
じ

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

に基
もと

づく基本
き ほ ん

方針
ほうしん

には、障害児
しょうがいじ

には、成人
せいじん

の障害者
しょうがいしゃ

とは異
こと

なる支援
し え ん

の必要性
ひつようせい

があることに

留意
りゅうい

する旨
むね

明記
め い き

している。 

43.障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

において、障害者
しょうがいしゃ

がその年齢
ねんれい

及び
およ  

能力
のうりょく

に応
おう

じ、かつ、その特性
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

けられるようにするため、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

は、

障害者
しょうがいしゃ

である児童
じ ど う

生徒
せ い と

及
およ

びその保護者
ほ ご し ゃ

に対
たい

し十分
じゅうぶん

な情報
じょうほう

の提供
ていきょう

を行
おこな

うと

ともに、可能
か の う

な限
かぎ

りその意向
い こ う

を尊重
そんちょう

しなければならないと規定
き て い

している。 

44.児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

第
だい

1条
じょう

～第
だい

3 条
じょう

において、全
すべ

て児童
じ ど う

はひとしくその生活
せいかつ

を保障
ほしょう

され、
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愛護
あ い ご

されなければならないとし、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

は、児童
じ ど う

を心身ともに
しんしん      

健
すこ

やかに育成
いくせい

する責任
せきにん

を負
お

うとしている。また、これらの規定
き て い

は児童
じ ど う

に関
かん

する法令
ほうれい

の施行
し こ う

に当
あ

たって常に
つね  

尊重
そんちょう

されなければならないとされている。同法
どうほう

の規定
き て い

も

踏まえ
ふ   

、都道府県
と ど う ふけ ん

は児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

の施行
し こ う

に関
かん

し、児童
じ ど う

及び
お よ  

その家庭
か て い

につき、必要
ひつよう

な

調査
ちょうさ

並び
な ら  

に医学的
いがくてき

、心
しん

理学的
りがくてき

、教育学的
きょういくがくてき

、社会学的
しゃかいがくてき

及び
お よ  

精神
せいしん

保健上
ほけんじょう

の判定
はんてい

を行
おこな

い、これに基づいて
も と     

必要
ひつよう

な指導
し ど う

を行って
おこな   

いる。こうした都道府県
と ど う ふけ ん

の事務
じ む

は児童
じ ど う

相談所
そうだんじょ

において対応
たいおう

している。 

45.保育所
ほいくしょ

保育
ほ い く

指針
し し ん

において、子供
こ ど も

に障害
しょうがい

や発達上
はったつじょう

の課題
か だ い

が見
み

られる場合
ば あ い

には、

市町村
しちょうそん

や関係
かんけい

機関
き か ん

と連携
れんけい

及び
お よ  

協 力
きょうりょく

を図
はか

りつつ、保護者
ほ ご し ゃ

に対
たい

する個別
こ べ つ

の支援
し え ん

を

行
おこな

うよう努
つと

めることとされている。 

（特別
とくべつ

児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

等
とう

の支給
しきゅう

については、第
だい

28条
じょう

「相当
そうとう

な生活
せいかつ

水準
すいじゅん

及
およ

び社会的
しゃかいてき

な

保障
ほしょう

」参照
さんしょう

。） 

 

第 8 条
だ い じ ょ う

   意識
い し き

の向上
こうじょう

 

46.障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

は、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

についての基本
き ほ ん

原則
げんそく

を規定
き て い

しており、国
くに

等
とう

に

対して
た い   

基本
き ほ ん

原則
げんそく

に関
かん

する国民
こくみん

の理解
り か い

を深
ふか

めるよう必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

じることを

義務付
ぎ む づ

けている（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

、第
だい

7 条
じょう

）。障害
しょうがい

及
およ

び障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する国民
こくみん

の関心
かんしん

、理解
り か い

を深
ふか

めるとともに、障害
しょうがい

のある人
ひと

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

意識
い し き

の高揚
こうよう
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を図
はか

るため、1995年
ねん

より、毎年
まいとし

12月
がつ

3日
にち

から9
９

日
にち

までの 1週間
しゅうかん

を「障害者
しょうがいしゃ

週間
しゅうかん

」

としている（障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

には、2004年
ねん

改正
かいせい

時
じ

に規定
き て い

が設
もう

けられた。同法
どうほう

第
だい

9

条
じょう

。）。前後
ぜ ん ご

の期間
き か ん

も含
ふく

め、全国
ぜんこく

で、官民
かんみん

にわたって多彩
た さ い

な行事
ぎょうじ

を集 中 的
しゅうちゅうてき

に実施
じ っ し

するなど、積極的
せっきょくてき

な啓発
けいはつ

・広報
こうほう

活動
かつどう

を実施
じ っ し

している。 

47.内閣府
ないかくふ

では、1989年度
ね ん ど

から、各都道府県
かくとどうふけん

・指定
し て い

都市
と し

との共催
きょうさい

により、若者
わかもの

へ

の啓発
けいはつ

・広報
こうほう

活動
かつどう

の一環
いっかん

として、全国
ぜんこく

の小
しょう

・中学生
ちゅうがくせい

等
とう

から、障害
しょうがい

のある人
ひと

と

のふれあい体験
たいけん

をつづった「心
こころ

の輪
わ

を広
ひろ

げる体験
たいけん

作文
さくぶん

」を、1993年度
ね ん ど

からは

「障害者
しょうがいしゃ

週間
しゅうかん

のポスター」も募集
ぼしゅう

し、優秀
ゆうしゅう

作品
さくひん

の表 彰
ひょうしょう

を行
おこな

う「心
こころ

の輪
わ

を

広
ひろ

げる障害者
しょうがいしゃ

理解
り か い

促進
そくしん

事業
じぎょう

」として実施
じ っ し

している。 

48.内閣府
ないかくふ

では、高齢者
こうれいしゃ

、障害
しょうがい

のある人
ひと

、妊婦
に ん ぷ

や子供連
こ ど も づ

れの人
ひと

を含
ふく

む全
すべ

ての人
ひと

が

安全
あんぜん

で快適
かいてき

な社会
しゃかい

生活
せいかつ

を送
おく

ることができるよう、ハード、ソフト両面
りょうめん

のバリア

フリー・ユニバーサルデザインを効果的
こうかてき

かつ総合的
そうごうてき

に推進
すいしん

する観点
かんてん

から、その

推進
すいしん

について顕著
けんちょ

な功績
こうせき

又
また

は功労
こうろう

のあった個人
こ じ ん

・団体
だんたい

に対
たい

して、内閣
ないかく

総理
そ う り

大臣
だいじん

及
およ

び高齢
こうれい

社会
しゃかい

対策
たいさく

又
また

は障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

を担当
たんとう

する大臣
だいじん

が、毎年度
まいねんど

、バリアフリー・ユ

ニバーサルデザイン推進
すいしん

功労者
こうろうしゃ

表 彰
ひょうしょう

を行
おこな

い、その優
すぐ

れた取組
とりくみ

を広
ひろ

く普
ふ

及
きゅう

さ

せることとしている。 

49.また、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

において、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

は、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

の

解消
かいしょう

について国民
こくみん

の関心
かんしん

と理解
り か い

を深
ふか

め、特
とく

に、その障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

を妨
さまた

げ
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ている諸要因
しょよういん

の解消
かいしょう

を図
はか

るため、必要
ひつよう

な啓発
けいはつ

活動
かつどう

を 行
おこな

うものとしている

（障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

第
だい

15条
じょう

）。 

50.内閣府
ないかくふ

では、我
わ

が国
くに

の社会
しゃかい

活動
かつどう

の中心的
ちゅうしんてき

担
にな

い手
て

となる青年
せいねん

の能力
のうりょく

の向上
こうじょう

と

ネットワークの形成
けいせい

を図
はか

るため、「青年
せいねん

社会
しゃかい

活動
かつどう

コアリーダー育成
いくせい

プログラム」

において、障害者
しょうがいしゃ

関連
かんれん

活動
かつどう

等
とう

の社会
しゃかい

活動
かつどう

を行
おこな

っている日本
に ほ ん

青年
せいねん

海外
かいがい

派遣
は け ん

及
およ

び

外国人
がいこくじん

青年
せいねん

日本招
にほんしょう

へいといった国際
こくさい

交流
こうりゅう

を実施
じ っ し

している。 

51.障害
しょうがい

のある方々
かたがた

が日頃
ひ ご ろ

培
つちか

った技能
ぎ の う

を互
たが

いに競 い合う
きそ    あ   

ことにより、その

職 業
しょくぎょう

能力
のうりょく

の向上
こうじょう

を図
はか

るとともに、企業
きぎょう

や社会
しゃかい

一般
いっぱん

の人々
ひとびと

に障害
しょうがい

のある方々
かたがた

に対
たい

する理解
り か い

と認識
にんしき

を深
ふか

め、その雇用
こ よ う

の促進
そくしん

を図
はか

ることを目的
もくてき

として、アビリ

ンピックの後援
こうえん

を行
おこな

っている。 

52.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

2項
こう

において、「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

は、障害者
しょうがいしゃ

であ

る児童
じ ど う

生徒
せ い と

と障害者
しょうがいしゃ

でない児童
じ ど う

生徒
せ い と

との交流
こうりゅう

及
およ

び共同
きょうどう

学習
がくしゅう

を積極的
せっきょくてき

に進
すす

めることによつて、その相互
そ う ご

理解
り か い

を促進
そくしん

しなければならない」と規定
き て い

し、学習
がくしゅう

指導
し ど う

要領
ようりょう

等
とう

において、障害
しょうがい

のある人々
ひとびと

などとの触
ふ

れ合
あ

いや、障害
しょうがい

のある子供
こ ど も

と障害
しょうがい

のない子供
こ ど も

との交流
こうりゅう

及
およ

び共同
きょうどう

学習
がくしゅう

の機会
き か い

を設
もう

けることについて規定
き て い

している。 

53.「人権
じんけん

教育
きょういく

及
およ

び人権
じんけん

啓発
けいはつ

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほうりつ

」（以下
い か

「人権
じんけん

教育
きょういく

・啓発
けいはつ

推進法
すいしんほう

」

という。）第
だい

7条
じょう

に基
もと

づき策定
さくてい

した「人権
じんけん

教育
きょういく

・啓発
けいはつ

に関
かん

する基本
き ほ ん

計画
けいかく

」にお
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いて、障害
しょうがい

のある人
ひと

の人権
じんけん

を人権
じんけん

課題
か だ い

の一
ひと

つとして、障害
しょうがい

のある人
ひと

に対
たい

する

偏見
へんけん

や差別
さ べ つ

意識
い し き

を解消
かいしょう

し、ノーマライゼーションの理念
り ね ん

を定着
ていちゃく

させることに

より、障害
しょうがい

のある人
ひと

の自立
じ り つ

と完全
かんぜん

参加
さ ん か

を可能
か の う

とする社会
しゃかい

の実現
じつげん

を目指
め ざ

して、

人権
じんけん

尊重
そんちょう

思想
し そ う

の普及
ふきゅう

高揚
こうよう

を図
はか

るための啓発
けいはつ

活動
かつどう

を充実
じゅうじつ

・強化
きょうか

することを明記
め い き

している。法務省
ほうむしょう

の人権
じんけん

擁護
よ う ご

機関
き か ん

（第
だい

33条
じょう

「国内
こくない

における実施
じ っ し

及
およ

び監
かん

視
し

」参照
さんしょう

）

では、当該
とうがい

計画
けいかく

に基
もと

づき必要
ひつよう

な施策
し さ く

を推進
すいしん

しているところ、「障害
しょうがい

のある人
ひと

の

自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

を進
すす

めよう」を啓発
けいはつ

活動
かつどう

の年間
ねんかん

強 調
きょうちょう

事項
じ こ う

の一つ
ひ と  

として掲
かか

げ、

講演会
こうえんかい

や座談会
ざだんかい

の開催
かいさい

、啓発
けいはつ

冊子
さ っ し

等
とう

の配布
は い ふ

、各種
かくしゅ

イベントにおける啓発
けいはつ

活動
かつどう

を

実施
じ っ し

している。 

54.法務省
ほうむしょう

では、国家
こ っ か

公務員
こうむいん

等
とう

の理解
り か い

と認識
にんしき

を深
ふか

めることを目的
もくてき

とした、中央
ちゅうおう

省 庁
しょうちょう

等
とう

の職員
しょくいん

を対象
たいしょう

とする「人権
じんけん

に関
かん

する国家
こ っ か

公務員
こうむいん

等
とう

研修会
けんしゅうかい

」を開催
かいさい

し

ているところ、2014年
ねん

2月
がつ

には「障害
しょうがい

のある人
ひと

の人権
じんけん

」をテーマに取
と

り上
あ

げ、実施
じ っ し

した。また、都道府県
と ど う ふけ ん

及
およ

び市区
し く

町村
ちょうそん

の人権
じんけん

啓発
けいはつ

行政
ぎょうせい

に携
たずさ

わる職員
しょくいん

を対象
たいしょう

に、

その指導者
しどうしゃ

として必要
ひつよう

な知識
ち し き

を習得
しゅうとく

させることを目的
もくてき

とした「人権
じんけん

啓発
けいはつ

指導者
しどうしゃ

養成
ようせい

研修会
けんしゅうかい

」を開催
かいさい

しているところ、その中
なか

で、「障害
しょうがい

のある人
ひと

の人権
じんけん

」をテ

ーマとする講義
こ う ぎ

も実施
じ っ し

している。 

 

第
だい

9条
じょう

   施設
し せ つ

及
およ

びサービス等
と う

の利用
り よ う

の容易
よ う い

さ 
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55.障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

において、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

に対
たい

して、公共的
こうきょうてき

施設
し せ つ

につい

て、障害者
しょうがいしゃ

が円滑
えんかつ

に利用
り よ う

できるような施設
し せ つ

の構造
こうぞう

及
およ

び設備
せ つ び

の整備
せ い び

等
とう

の計画的
けいかくてき

推進
すいしん

を図
はか

ることを義務付
ぎ む づ

けている。また、公共的
こうきょうてき

施設
し せ つ

を設置
せ っ ち

する事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

し

て、同様
どうよう

の努力
どりょく

義務
ぎ む

を課
か

している（障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

21条
じょう

第
だい

1項
こう

、第
だい

2項
こう

）。情報
じょうほう

、

通信
つうしん

その他
  た

サービスに関
かん

しては、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

において、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、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

のための施策
し さ く

を講
こう

じることとされてい

るほか、災害
さいがい

その他
た

の事態
じ た い

の場合
ば あ い

に障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

しその安全
あんぜん

を確保
か く ほ

するため必要
ひつよう

な情報
じょうほう

が迅速
じんそく

かつ的確
てきかく

に伝
つた

えられるよう必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

ずるものとされてい

る（同法
どうほう

第
だい

22条
じょう

第
だい

1、2項
こう

）。また、事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

して、障害者
しょうがいしゃ

の利用
り よ う

の便宜
べ ん ぎ

を図
はか

ることについて努力
どりょく

義務
ぎ む

を課
か

している（同法
どうほう

第
だい

22条
じょう

第
だい

3項
こう

）。 

56.障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

においては、分野
ぶ ん や

別
べつ

施策
し さ く

として、住宅
じゅうたく

、建築物
けんちくぶつ

、公共
こうきょう

交通
こ う つう

機関
き か ん

、

歩行
ほ こ う

空間
く うか ん

など生活
せいかつ

空間
く うか ん

のバリアフリー化
か

を推進
すいしん

し、自宅
じ た く

から交通
こ う つう

機関
き か ん

、まちなかま

で連続
れ んぞく

したバリアフリー環境
かんきょう

の整備
せ い び

を推進
すいしん

することを生活
せいかつ

環境
かんきょう

施策
し さ く

の基本
き ほ ん

方針
ほ うし ん

とし

ており、住宅
じゅうたく

、建築物
けんちくぶつ

、公共
こうきょう

交通
こ う つう

機関
き か ん

、歩行
ほ こ う

空間
く うか ん

等
と う

のバリアフリー化
か

を推進
すいしん

すること

としている。 

57.「どこでも、だれでも、自由
じ ゆ う

に、使
つか

いやすく」というユニバーサルデザインの 考
かんが

え方
かた

を

踏
ふ

まえた、「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

（以下
い か

、「バリ

アフリー法
ほ う

」という。）」により、旅客
り ょ か く

施設
し せ つ

・車両
しゃりょう

等
と う

、道路
ど う ろ

、路外
ろ が い

駐車場
ちゅうしゃじょう

、都市
と し

公園
こうえ ん

、
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建築物
けんちくぶつ

等
と う

の新設
しんせつ

等
と う

の際
さ い

の「移動
い ど う

等
と う

円滑化
え ん か つか

基準
き じゅ ん

」への適合
て きご う

義務
ぎ む

、既存
き そ ん

の施設
し せ つ

等
と う

に対
たい

する適合
て きご う

努力
ど り ょ く

義務
ぎ む

を定
さ だ

めるとともに、「移動
い ど う

等
と う

円滑化
え ん か つか

の促進
そ く し ん

に関
かん

する基本
き ほ ん

方針
ほ うし ん

」に

おいて、2020年度
ね ん ど

末
まつ

までの整備
せ い び

目標
もくひょう

を定
さ だ

め、バリアフリー化
か

の推進
すいしん

を図
はか

っている。 

例
た と

えば、旅客
り ょ か く

施設
し せ つ

に関
かん

して、１日
にち

の乗降客数
じょうこうきゃくすう

が 3，000人
にん

以上
い じ ょう

の旅客
り ょ か く

施設
し せ つ

について

は原則
げんそく

100％バリアフリー化
か

することを目標
もくひょう

と定
さ だ

め、整備
せ い び

を進
すす

めており、着実
ちゃくじつ

に進捗
しんちょく

している一方
いっぽ う

、リフト付
つ

きバスや福祉
ふ く し

タクシー等
と う

の車両
しゃりょう

については、整備
せ い び

目標
もくひょう

を達成
たっせい

するため、導入
どうにゅう

を更
さ ら

に進
すす

めていく必要
ひつよう

がある。また、移動
い ど う

等
と う

円滑化
え ん か つか

の基準
き じゅ ん

と実績
じ っせき

に

ついては、毎年度
ま い ね ん ど

公
こ う

表
ひょう

している。 

58.バリアフリー法
ほ う

の基本
き ほ ん

方針
ほ うし ん

二
に

の 1 の二
に

において、バリアフリー化
か

が義務化
ぎ む か

されてい

ない特定
と く て い

建築物
けんちくぶつ

に対
たい

してもバリアフリー化
か

の積極的
せっきょくてき

な対応
たいおう

が望
のぞ

ましいとして、設計上
せっけいじょう

の対応
たいおう

可能性
か の う せ い

やコスト増
ぞう

への対応
たいおう

可能性
か の う せ い

を勘案
かんあん

しながらバリアフリーを目指
め ざ

してい

る。また同方針
どうほ うし ん

四
よん

の 1 の（1）より、移動
い ど う

等
と う

円滑化
え ん か つか

の進展
しんてん

の状況
じょうきょう

等
と う

を勘案
かんあん

しつつ、より

検討
けんと う

を加
く わ

え、その結果
け っ か

に基
も と

づいて必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こ う

ずるよう努
つと

めることにより、「スパ

イラルアップ」（段階的
だんかいてき

・継続的
けいぞくてき

改善
かいぜん

）を図
はか

っている。 

59.バリアフリー法
ほ う

第
だい

4条
じょう

において、国
く に

は教育
きょういく

活動
かつどう

等
と う

を通
つう

じて移動
い ど う

等
と う

円滑化
え ん か つか

の促進
そ く し ん

に関
かん

する国民
こく み ん

の理解
り か い

を深
ふか

めるよう努
つと

めなければならない旨
むね

規定
き て い

されている。具体的
ぐ た い て き

には、

高齢者
こうれ いしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

の疑似
ぎ じ

体験
たいけん

等
と う

を内容
な いよう

とするバリアフリー教室
きょうしつ

を全国
ぜ んこく

各地
か く ち

で開催
かいさい

して

いる。また、同法
どうほ う

第 8 条
だ い じ ょう

第 5 項
だ い  こ う

において、公共
こうきょう

交通事
こ う つ う じ

業者
ぎょうしゃ

等
ら

は、その職員
しょくいん

に対し
た い  

、
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移動
い ど う

等
と う

円滑化
え ん か つか

を図る
は か  

ために必要
ひつよう

な教育
きょういく

訓練
くんれ ん

を行う
おこな 

よう努
つと

めなければならない旨
むね

規定
き て い

されており、各事
か く じ

業者
ぎょうしゃ

において障害者
しょうがいしゃ

の参加
さ ん か

による教育
きょういく

訓練
くんれ ん

等
と う

を実施
じ っ し

している。 

60.施設
し せ つ

についての研究
けんきゅう

及び
お よ  

開発
かいはつ

の実施
じ っ し

又
また

は促進
そ く し ん

については、バリアフリー法
        ほ う

第 52 条
だ い  じ ょ う

第 1 項
だ い  こ う

において、国
く に

は、移動
い ど う

等
と う

円滑化
え ん か つか

を促進
そ く し ん

するために必要
ひつよう

な資金
し き ん

の確保
か く ほ

その他
   た

の措置
そ ち

を講
こ う

ずるよう努
つと

めなければならないこと、同条
どうじょう

第 2 項
だ い  こ う

において、国
く に

は、

移動
い ど う

等
と う

円滑化
え ん か つか

に関する
か ん    

情報
じょうほう

提供
ていきょう

の確保
か く ほ

並
な ら

びに研究
けんきゅう

開発
かいはつ

の推進
すいしん

及び
お よ  

その成果
せ い か

の

普及
ふ きゅ う

に努めなければ
つ と        

ならない旨
むね

規定
き て い

されている。これらに基
も と

づき、例えば
た と    

、視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

誘導用
ゆうど うよう

ブロックの敷設
ふ せ つ

方法
ほ うほ う

に関する
か ん    

調査
ち ょ う さ

研究
けんきゅう

等
と う

を行
おこな

い、公共
こうきょう

交通事
こ う つ う じ

業者
ぎょうしゃ

等
と う

に公表
こうひょう

するとともに、旅客
り ょ か く

施設
し せ つ

のバリアフリー整備
せ い び

ガイドライン等
と う

の改訂
かいてい

に反映
はんえい

させ

ている。 

61.公共
こうきょう

交通
こ う つう

、建築物
けんちくぶつ

の移動
い ど う

等
と う

円滑化
え ん か つか

基準
き じゅ ん

においては、主要
し ゅ よう

な設備
せ つ び

等
と う

を視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

に

点字
て ん じ

その他
   た

の方法
ほ うほ う

により示
し め

すこと、公共
こうきょう

交通
こ う つう

の基準
き じゅ ん

には聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

が文字
も じ

により

意思
い し

疎通
そ つ う

を図る
は か  

ための設備
せ つ び

を備えなければ
そ な          

ならないことが設定
せってい

されている。また、バ

リアフリー法
ほ う

に基づく
も と    

取組み
と り く   

の現状
げんじょう

把握
は あ く

、課題
か だ い

の 抽 出
ちゅうしゅつ

、対応
たいおう

方策
ほ う さ く

の検討
けんと う

や提案
ていあん

等
と う

を 行
おこな

うため、関係
かんけい

する全国
ぜ んこく

の高齢者
こうれ いしゃ

・障害者
しょうがいしゃ

等
と う

団体
だんたい

、施設
し せ つ

設置
せ っ ち

管理者
か ん り し ゃ

団体
だんたい

等
と う

、

学識
が く し き

経験者
けいけんしゃ

、行政
ぎょうせい

機関
き か ん

等
と う

が一堂
いちどう

に会
かい

し、全国
ぜ んこく

バリアフリーネットワーク会議
か い ぎ

を開催
かいさい

し

ている。 

62.警察
けいさつ

では、バリアフリー法
ほう

に基づき
もと   

、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

が道路
ど う ろ

を安全
あんぜん

に横断
おうだん

できるよ



26 
 

う、音響式
おんきょうしき

信号機
しんごうき

、経過
け い か

時間
じ か ん

表示
ひょうじ

機能付
き の う つ

き歩
ほ

行者用
こうしゃよう

灯器
と う き

、歩車
ほ し ゃ

分離式
ぶんりしき

信号
しんごう

等
とう

の

バリアフリー対応型
たいおうがた

信号機
しんごうき

や、高輝度
こ う き ど

標識
ひょうしき

、横断歩道上
おうだんほどうじょう

における視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

の安全性
あんぜんせい

及
およ

び利便性
りべんせい

を 向上
こうじょう

させるエスコートゾーン等
とう

の見
み

やすく

分かりやすい
わ      

道路
ど う ろ

標識
ひょうしき

等
とう

を整備
せ い び

している。 

63.情報
じょうほう

利用
り よ う

のバリアフリー化
     か

については、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第 22条
だい  じょう

第 1項
だい こう

におい

て、国
くに

及び
およ  

地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

が、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

のための施策
し さ く

を講じる
こう   

こととされており、その一環
いっかん

として、障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

（Ⅲ6．（4））に

おいて、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

等
とう

の公的
こうてき

機関
き か ん

におけるウェブアクセシビリティの向上
こうじょう

等
とう

に向けた
む   

取組
とりくみ

を促進
そくしん

することが明記
め い き

されていることから、国
くに

及び
お よ  

地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

におけるウェブアクセシビリティの維持
い じ

・向上
こうじょう

の支援
し え ん

に資
し

するための

手順書
てじゅんしょ

である「みんなの公共
こうきょう

サイト運用
うんよう

モデル」を公表
こうひょう

（2005年
ねん

策定
さくてい

、2011年
ねん

改定
かいてい

）している。 

64.字幕
じ ま く

放送
ほうそう

等
とう

の普及
ふきゅう

につき、障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

（Ⅲ6．（2））において、放送事
ほうそうじ

業者
ぎょうしゃ

への制作費
せいさくひ

助成
じょせい

、「視聴覚
しちょうかく

障害者向
しょうがいしゃむ

け放送
ほうそう

普及
ふきゅう

行政
ぎょうせい

の指針
し し ん

」に基
もと

づく取組
とりくみ

等
とう

の

実施
じ っ し

・強化
きょうか

により、字幕
じ ま く

放送
ほうそう

（CM番組
ばんぐみ

を含む
ふ く  

）、解説
かいせつ

放送
ほうそう

、手話
し ゅ わ

放送
ほうそう

等
とう

の普及
ふきゅう

を

通じた
つう   

障害者
しょうがいしゃ

の円滑
えんかつ

な放送
ほうそう

の利用
り よ う

を図
はか

ることを明記
め い き

している。具体的
ぐたいてき

には、

「身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

の利便
り べ ん

の増進
ぞうしん

に資
し

する通信
つうしん

・放送
ほうそう

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

利用
り よ う

円滑化
えんかつか

事業
じぎょう

の

推進
すいしん

に関する
かん   

法律
ほうりつ

」（以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

利用
り よ う

円滑化法
えんかつかほう

」という。）（同法
どうほう

第
だい

2条
じょう

第
だい

4項
こう

、
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第
だい

3 条
じょう

、第
だい

4 条
じょう

、第
だい

5条
じょう

）に基
もと

づき、字幕
じ ま く

・解説
かいせつ

・手話
し ゅ わ

番組
ばんぐみ

の制作費
せいさくひ

等
とう

の一部
い ち ぶ

助成
じょせい

を実施
じ っ し

している。また、放送法
ほうそうほう

第
だい

4条
じょう

第
だい

2項
こう

において、放送事
ほうそうじ

業者
ぎょうしゃ

は字幕
じ ま く

番組
ばんぐみ

・

解説
かいせつ

番組
ばんぐみ

をできる限
かぎ

り多
おお

く設
もう

けるようにしなければならないとする努力
どりょく

義務
ぎ む

を

規定
き て い

している。なお、「視聴覚
しちょうかく

障害者向
しょうがいしゃむ

け放送
ほうそう

普及
ふきゅう

行政
ぎょうせい

の指針
し し ん

」は 2017年度
ね ん ど

ま

での字幕
じ ま く

・解説
かいせつ

・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

を策定
さくてい

・公表
こうひょう

したものであり、その進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

について毎年度
まいねんど

、把握
は あ く

・公表
こうひょう

している。 

65.通信
つうしん

･
・

放送
ほうそう

役務
え き む

の提供
ていきょう

又
また

は研究
けんきゅう

開発
かいはつ

につき、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

22条
じょう

第
だい

1項
こう

にお

いて、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、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

のための

施策
し さ く

を講
こう

じることとされていること、障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

（Ⅲ6．（1））においても、

障害者
しょうがいしゃ

の情報
じょうほう

通信
つうしん

機器
き き

及
およ

びサービスの利用
り よ う

における情報
じょうほう

アクセシビリティ

の確保
か く ほ

及
およ

び向上
こうじょう

・普及
ふきゅう

を図
はか

るため、障害者
しょうがいしゃ

に配慮
はいりょ

した情報
じょうほう

通信
つうしん

機器
き き

及
およ

びサー

ビス等
とう

の企画
き か く

、開発
かいはつ

及
およ

び提供
ていきょう

を促進
そくしん

することが明記
め い き

されていることから、

障害者
しょうがいしゃ

の利便
り べ ん

の増進
ぞうしん

に資
し

する通信
つうしん

・放送
ほうそう

役務
え き む

の開発
かいはつ

を行
おこな

うための通信
つうしん

・放送
ほうそう

技術
ぎじゅつ

の研究
けんきゅう

開発
かいはつ

を行
おこな

う者
もの

に対
たい

し助成
じょせい

を実施
じ っ し

している。障害者
しょうがいしゃ

利用
り よ う

円滑化法
えんかつかほう

（同法
どうほう

第
だい

2 条
じょう

第
だい

4項
こう

、第
だい

3条
じょう

、第
だい

4 条
じょう

、第
だい

5条
じょう

）に基
もと

づき、身体
しんたい

障害者向
しょうがいしゃむ

け通信
つうしん

・

放送
ほうそう

役務
え き む

の提供
ていきょう

又
また

は開発
かいはつ

を行
おこな

うものに対
たい

する助成
じょせい

を実施
じ っ し

している。 

66.警察
けいさつ

では、主
しゅ

として聴覚
ちょうかく

や言語
げ ん ご

に障害
しょうがい

のある者
もの

が、犯罪
はんざい

被害
ひ が い

に遭
あ

ったり犯罪
はんざい

を目撃
もくげき

したりした場合
ば あ い

に警察
けいさつ

への緊急
きんきゅう

通報
つうほう

を行
おこな

うため、各都道府県
かくとどうふけん

警察
けいさつ

にお
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いてＦＡＸ110番
ばん

及
およ

びメール 110番
ばん

を開設
かいせつ

している。 

（意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

については、第
だい

21 条「表現
ひょうげん

及
およ

び意見
い け ん

の自由
じ ゆ う

並
なら

びに情報
じょうほう

の利用
り よ う

の

機会
き か い

」参照
さんしょう

。） 

（本条
ほんじょう

に関
かん

する政策
せいさく

委員会
いいんかい

からの指摘
し て き

に関
かん

しては、第
だい

21 条
じょう

「表現
ひょうげん

及
およ

び意見
い け ん

の

自由
じ ゆ う

並
なら

びに情報
じょうほう

の利用
り よ う

の機会
き か い

」の最後
さ い ご

のパラグラフを参照
さんしょう

。） 

 

第 10 条
だ い  じ ょ う

  生命
せいめい

に対する
た い    

権利
け ん り

 

67.日本
に ほ ん

国
こく

憲法
けんぽう

13条
じょう

は、生命
せいめい

、自由
じ ゆ う

及
およ

び幸福
こうふく

追求
ついきゅう

に対
たい

する国民
こくみん

の権利
け ん り

については、

公共
こうきょう

の福祉
ふ く し

に反
はん

しない限り
か ぎ  

、立
りっ

法
ぽう

その他
  た

の国政
こくせい

の上
うえ

で、最大
さいだい

の尊重
そんちょう

を必要
ひつよう

と

する旨
むね

定
さだ

める。障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

においては、障害者
しょうがいしゃ

がその尊厳
そんげん

にふさわしい生活
せいかつ

を保障
ほしょう

される権利
け ん り

を有
ゆう

することを基本
き ほ ん

原則
げんそく

として規定
き て い

しており（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

）、また、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

に対
たい

して、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

の支援
し え ん

のための施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

に実施
じ っ し

する責務
せ き む

を課
か

している（同法
どうほう

第
だい

6 条
じょう

）。 

 

第 11 条
だ い  じ ょ う

  危険
き け ん

な状況
じょうきょう

及び
お よ  

人道上
じんどうじょう

の緊急
きんきゅう

事態
じ た い

 

68.東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

においては、被災地
ひ さ い ち

全体
ぜんたい

の死者数
ししゃすう

のうち 65歳
さい

以上
いじょう

の高齢者
こうれいしゃ

の

死者数
ししゃすう

は半数
はんすう

以上
いじょう

であり、障害者
しょうがいしゃ

の死亡率
しぼうりつ

は被災
ひ さ い

住民
じゅうみん

全体
ぜんたい

の死亡率
しぼうりつ

の約
やく

２倍
ばい

となった。このほか、消防
しょうぼう

職員
しょくいん

や民生
みんせい

委員
い い ん

など支援者
しえんしゃ

についても多数
た す う

の犠牲者
ぎせいしゃ

が出
で

た。こうした教訓
きょうくん

を踏
ふ

まえ、2013年
ねん

6月
がつ

に災害
さいがい

対策
たいさく

基本法
きほんほう

を改正
かいせい

し、当該
とうがい



29 
 

市町村
しちょうそん

に居住
きょじゅう

する、高齢者
こうれいしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

、乳幼児
にゅうようじ

その他
た

の特
とく

に配慮
はいりょ

を要
よう

するもの

「要配慮者
ようはいりょしゃ

」（災害
さいがい

対策
たいさく

基本法
きほんほう

第
だい

8 条
じょう

第
だい

2項
こう

第
だい

15号
ごう

）のうち、災害
さいがい

が発生
はっせい

し、又
また

は災害
さいがい

が発生
はっせい

するおそれがある場合
ば あ い

に自
みずか

ら避難
ひ な ん

することが困難
こんなん

な者
もの

であって、

その円滑
えんかつ

かつ迅速
じんそく

な避難
ひ な ん

の確保
か く ほ

を図
はか

るため特
とく

に支援
し え ん

を要
よう

するもの（以下
い か

「避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

」という。）に対
たい

する実効性
じっこうせい

のある避難
ひ な ん

支援
し え ん

、安否
あ ん ぴ

の確認
かくにん

その他
  た

の

避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

の生命
せいめい

又
また

は身体
しんたい

を災害
さいがい

から保護
ほ ご

するために必要
ひつよう

な措置
そ ち

がなさ

れるよう、避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

名簿
め い ぼ

の作成
さくせい

を市町
しちょう

村長
そんちょう

に義務付
ぎ む づ

けるとともに、

平常
へいじょう

時
じ

及
およ

び災害
さいがい

発生
はっせい

時
じ

において避難
ひ な ん

支援者
しえんしゃ

に情報
じょうほう

提供
ていきょう

を行
おこな

うための制度
せ い ど

を

設
もう

けた。また、当該法
とうがいほう

改正
かいせい

を受
う

けて、「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

ガイドライン」

（2006年
ねん

3月
がつ

）を、全面的
ぜんめんてき

に改定
かいてい

し、避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

名簿
め い ぼ

の作成
さくせい

・活用
かつよう

に係
かか

る

留意点
りゅういてん

・参考
さんこう

となる事項
じ こ う

等
とう

をまとめた「避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

の避難
ひ な ん

行動
こうどう

支援
し え ん

に関
かん

す

る取組
とりくみ

指針
し し ん

」を 2013年
ねん

8月
がつ

に策定
さくてい

・発表
はっぴょう

した。 

  さらに、同法
どうほう

改正
かいせい

においては避難所
ひなんじょ

における生活
せいかつ

環境
かんきょう

の整備
せ い び

等
とう

に関する
か ん   

努力
どりょく

義務
ぎ む

規定
き て い

も設けられ
も う     

、この取組
とりくみ

を進める
す す   

上
うえ

で参考
さんこう

となるよう、避難所
ひなんじょ

（福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

を含む
ふ く  

）運営
うんえい

に当たって
あ    

要配慮者
ようはいりょしゃ

への支援
し え ん

に関して
か ん   

留意
りゅうい

すべき点
てん

等
とう

を

盛り込んだ
も  こ   

、「避難所
ひなんじょ

における良好
りょうこう

な生活
せいかつ

環境
かんきょう

の確保
か く ほ

に向けた
む   

取組
とりくみ

指針
し し ん

」を

2013年
ねん

8月
がつ

に策定
さくてい

・発表
はっぴょう

した。 

69.2015年
ねん

3月
がつ

に仙台市
せんだいし

で第
だい

3回
かい

国連
こくれん

防災
ぼうさい

世界
せ か い

会議
か い ぎ

が開催
かいさい

され、日本
にっぽん

政府
せ い ふ

は、仙台市
せんだいし

、
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日本
に ほ ん

財団
ざいだん

及
およ

び国連
こくれん

国際
こくさい

防災
ぼうさい

戦略
せんりゃく

事務局
じむきょく

（UNISDR）とともに、本
ほん

会議
か い ぎ

を「アクセ

シブル・カンファレンス」とすることを目指して
め ざ   

、施設
し せ つ

のバリアフリー化
か

や各
かく

セ

ッションにおける日本語
に ほ ん ご

及
およ

び国際
こくさい

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

、スクリーンへの日本語
に ほ ん ご

と英語
え い ご

字幕
じ ま く

の表示
ひょうじ

等
とう

、障害者
しょうがいしゃ

も苦労
く ろ う

することなく会議
か い ぎ

に参加
さ ん か

できるよう、様々
さまざま

な取組
とりくみ

を行
おこな

った。また、本
ほん

会議
か い ぎ

では、障害者
しょうがいしゃ

も防災
ぼうさい

の主要
しゅよう

な担
にな

い手
て

として、全体
ぜんたい

会議
か い ぎ

にお

いてステートメントを行
おこな

ったほか、ワーキングセッションにおける議論
ぎ ろ ん

や関連
かんれん

事業
じぎょう

に参加
さ ん か

し、本
ほん

会議
か い ぎ

で策定
さくてい

された新
あら

たな国際的
こくさいてき

な防災
ぼうさい

の取組
とりくみ

指針
し し ん

である「仙台
せんだい

防災
ぼうさい

枠組
わくぐみ

2015－2030」においては、障害者
しょうがいしゃ

の果
は

たす役割
やくわり

の重要性
じゅうようせい

について明記
め い き

された。 

70.障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

において、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

は、災害
さいがい

その他
た

の事態
じ た い

の場合
ば あ い

に

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

しその安全
あんぜん

を確保
か く ほ

するため必要
ひつよう

な情報
じょうほう

が迅速
じんそく

かつ的確
てきかく

に伝
つた

えられ

るよう必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

ずるものとされている（障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

22条
じょう

第
だい

2項
こう

）。

また、障害者
しょうがいしゃ

の性別
せいべつ

、年齢
ねんれい

、障害
しょうがい

の状態
じょうたい

及
およ

び生活
せいかつ

の実態
じったい

に応
おう

じて防災
ぼうさい

及
およ

び防犯
ぼうはん

に関
かん

し必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

じなければならないこととされている（同法
どうほう

第
だい

26条
じょう

）。 

71.武力
ぶりょく

攻撃
こうげき

事態
じ た い

対処法
たいしょほう

において、武力
ぶりょく

攻撃
こうげき

事態
じ た い

等
とう

への対処
たいしょ

においては、基本的
きほんてき

人権
じんけん

が尊重
そんちょう

されなければならないこととされており、その上
うえ

で、国民
こくみん

保護法
ほ ご ほ う

第
だい

9 条
じょう

においては、国民
こくみん

の保護
ほ ご

のための措置
そ ち

を実施
じ っ し

するに当
あ

たっては、障害者
しょうがいしゃ

の

保護
ほ ご

について留意
りゅうい

しなければならないこととされている。 
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72.「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

する法律
ほうりつ

に基
もと

づく指定
し て い

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

等
とう

の人員
じんいん

、設備
せ つ び

及び
およ  

運営
うんえい

に関
かん

する基準
きじゅん

」（以下
い か

「施設
し せ つ

基準
きじゅん

省令
しょうれい

」

という。）第
だい

44条
じょう

第
だい

1項
こう

等
とう

において、障害者
しょうがいしゃ

の施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

等
とう

を行
おこな

う施設
し せ つ

等
とう

は、

非常
ひじょう

災害
さいがい

に際
さい

して必要
ひつよう

な設備
せ つ び

（消火
しょうか

設備
せ つ び

等
とう

）を設
もう

けるとともに、非常
ひじょう

災害
さいがい

に関
かん

す

る具体的
ぐたいてき

計画
けいかく

を立
た

て、非常
ひじょう

災害
さいがい

時
じ

の関係
かんけい

機関
き か ん

への通報
つうほう

及
およ

び連絡
れんらく

体制
たいせい

を整備
せ い び

し、

それらを定期的
ていきてき

に従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

に周知
しゅうち

しなければならないと定
さだ

められている。なお、

指定
し て い

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

等
とう

のほか、障害者総合支援法
しょうがいしゃそうごうしえんほう

に基
もと

づく障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス

事業所
じぎょうしょ

や児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

に基づく
もと   

指定
し て い

障害児
しょうがいじ

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

などにおいても同様
どうよう

の規定
き て い

を設
もう

けている。 

 

第 12 条
だ い  じ ょ う

  法律
ほ うり つ

の前
まえ

にひとしく認められる
み と        

権利
け ん り

 

73.日本
に ほ ん

国
こく

憲法
けんぽう

第
だい

13条
じょう

は、「すべて国民
こくみん

は、個人
こ じ ん

として尊重
そんちょう

される」ことを定
さだ

め

ている。また、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

においては、基本
き ほ ん

原則
げんそく

として障害者
しょうがいしゃ

の個人
こ じ ん

の尊厳
そんげん

について規定
き て い

している（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

）。 

74.我が国
わ  くに

の民法
みんぽう

は、「私権
し け ん

の享有
きょうゆう

は、出 生
しゅっしょう

に始まる
はじ   

」旨
むね

規定
き て い

し（民法
みんぽう

3条
じょう

）、全て
すべ  

の人
ひと

が権利
け ん り

能力
のうりょく

を有
ゆう

することとされている。この点
てん

について、障害者
しょうがいしゃ

である

ことを理由
り ゆ う

とした制限
せいげん

は設
もう

けていない。 

75.認知症
にんちしょう

、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

などの理由
り ゆ う

で判断
はんだん

能力
のうりょく

の不十分
ふじゅうぶん

な者
もの

を保護
ほ ご

し、
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支援
し え ん

するための制度
せ い ど

として、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

を設
もう

けており、本人
ほんにん

の判断
はんだん

能力
のうりょく

の

程度
て い ど

に応じて
おう   

、後見
こうけん

、保
ほ

佐
さ

及び
およ  

補助
ほ じ ょ

の 3類型
るいけい

を利用
り よ う

することができる。 

76.成年
せいねん

後見人
こうけんにん

及び
お よ  

成年
せいねん

後見
こうけん

監督人
かんとくじん

の選任
せんにん

に際して
さい   

は、本人
ほんにん

の意見
い け ん

等
とう

一切
いっさい

の事情
じじょう

を

考慮
こうりょ

すべきものとしているほか、本人
ほんにん

（被
ひ

後見人
こうけんにん

）の陳述
ちんじゅつ

の聴取
ちょうしゅ

の機会
き か い

も確保
か く ほ

している（民法
みんぽう

第
だい

843条
じょう

第
だい

4項
こう

、第
だい

852条
じょう

、家事
か じ

事件
じ け ん

手続法
てつづきほう

第
だい

120条
じょう

）。また、選任
せんにん

された成年
せいねん

後見人
こうけんにん

は、本人
ほんにん

の意思
い し

を尊重
そんちょう

しその身上
しんじょう

に配慮
はいりょ

する義務
ぎ む

を負
お

い

（民法
みんぽう

第
だい

858条
じょう

）、これにより、本人
ほんにん

の権利
け ん り

、意思
い し

及び
お よ  

選好
せんこう

の尊重
そんちょう

が図
はか

られて

いる。なお、保
ほ

佐
さ

及び
およ  

補助
ほ じ ょ

にもこれらの規定
き て い

が準用
じゅんよう

され、又
また

はこれらと同旨
ど う し

の

規定
き て い

が設けられて
もう       

いる（民法
みんぽう

第
だい

876条
じょう

の 2第
だい

2項
こう

、第
だい

876条
じょう

の 5第
だい

1項
こう

、第
だい

876条
じょう

の 8第
だい

2項
こう

、第
だい

876条
じょう

の 10第
だい

1項
こう

、家事
か じ

事件
じ け ん

手続法
てつづきほう

第
だい

130条
じょう

、第
だい

139条
じょう

）。補助
ほ じ ょ

に

ついては、家庭
か て い

裁判所
さいばんしょ

が本人
ほんにん

以外
い が い

の者
もの

の請求
せいきゅう

により補助
ほ じ ょ

開始
か い し

の審判
しんぱん

をするには、

本人
ほんにん

の同意
ど う い

がなければならない（民法
みんぽう

第
だい

15条
じょう

第
だい

2項
こう

）。 

77.成年
せいねん

後見人
こうけんにん

の取消権
とりけしけん

及び
お よ  

代理権
だいりけん

の範囲
は ん い

は民法
みんぽう

で明確
めいかく

に規定
き て い

されており、その

行使
こ う し

に当
あ

たっては、成年
せいねん

後見人
こうけんにん

は本人
ほんにん

の意思
い し

を尊重
そんちょう

しなければならない（民法
みんぽう

第
だい

7 条
じょう

から第
だい

9条
じょう

まで、第
だい

858条
じょう

）。保
ほ

佐人
さ に ん

については、同意権
どういけん

及び
お よ  

取消権
とりけしけん

の範囲
は ん い

が民法
みんぽう

で規定
き て い

されているほか、家庭
か て い

裁判所
さいばんしょ

は、本人
ほんにん

の判断
はんだん

能力
のうりょく

の程度
て い ど

や必要性
ひつようせい

に応
おう

じて、審判
しんぱん

により、特定
とくてい

の法律
ほうりつ

行為
こ う い

について個別
こ べ つ

に保
ほ

佐人
さ に ん

に代理権
だいりけん

を付与
ふ よ

し、

あるいは同意権
どういけん

や取消権
とりけしけん

の範囲
は ん い

を拡張
かくちょう

することができるが、本人
ほんにん

以外
い が い

の者
もの

の
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請求
せいきゅう

により代理権
だいりけん

付与
ふ よ

の審判
しんぱん

をするには、本人
ほんにん

の同意
ど う い

がなければならない

（民法
みんぽう

第
だい

13条
じょう

、第
だい

876条
じょう

の 4）。補助人
ほじょじん

の同意権
どういけん

及び
お よ  

取消権
とりけしけん

並
なら

びに代理権
だいりけん

の範囲
は ん い

については、家庭
か て い

裁判所
さいばんしょ

が本人
ほんにん

の判断
はんだん

能力
のうりょく

の程度
て い ど

や必要性
ひつようせい

に応
おう

じて個別
こ べ つ

に

定める
さだ   

ことができるが、本人
ほんにん

以外
い が い

の者
もの

の請求
せいきゅう

により同意権
どういけん

等
とう

の付与
ふ よ

の審判
しんぱん

をす

るには、本人
ほんにん

の同意
ど う い

がなければならない（民法
みんぽう

第
だい

17条
じょう

、第
だい

876条
じょう

の 9）。 

78.家庭
か て い

裁判所
さいばんしょ

は、後見人
こうけんにん

、保
ほ

佐人
さ に ん

及び
お よ  

補助人
ほじょじん

の事務
じ む

を監督
かんとく

し、いつでも、これら

の者
もの

に事務
じ む

の報告
ほうこく

等
とう

を求
もと

めることができる（民法
みんぽう

第
だい

863条
じょう

、第
だい

876条
じょう

の 5第
だい

2項
こう

、

第
だい

876条
じょう

の 10第
だい

1項
こう

）。このような措置
そ ち

により、司法
し ほ う

機関
き か ん

による審査
し ん さ

が確保
か く ほ

され

ている。また、本人
ほんにん

の判断
はんだん

能力
のうりょく

が回復
かいふく

した場合
ば あ い

には、家庭
か て い

裁判所
さいばんしょ

が後見
こうけん

開始
か い し

、

保
ほ

佐
さ

開始
か い し

及び
お よ  

補助
ほ じ ょ

開始
か い し

の審判
しんぱん

を取り消す
と  け  

ことができ（民法
みんぽう

第
だい

10条
じょう

、第
だい

14条
じょう

第
だい

1

項
こう

、第
だい

18条
じょう

第
だい

1項
こう

）、これにより、障害者
しょうがいしゃ

の状 況
じょうきょう

に適合
てきごう

した措置
そ ち

をとること

を可能
か の う

としている。 

79.成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

（後見
こうけん

、保
ほ

佐
さ

、補助
ほ じ ょ

）の利用者数
りようしゃすう

は、2012年末
ねんまつ

は 164，421件
けん

、

2013年末
ねんまつ

は 174，565件
     けん

、2014年末
ねんまつ

は 182，551件
     けん

となっており、年々
ねんねん

増加
ぞ う か

して

いる。2014年末
ねんまつ

における後見
こうけん

3類型
るいけい

の内訳
うちわけ

は、成年
せいねん

後見
こうけん

149，021件
けん

（約
やく

81.6％）、

保
ほ

佐
さ

25，189件
     けん

（約
やく

13.8％）、補助
ほ じ ょ

8，341件
     けん

（約
やく

4.6％）となっている。成年
せいねん

後見人
こうけんにん

等
とう

（成年
せいねん

後見人
こうけんにん

、保
ほ

佐人
さ に ん

及び
お よ  

補助人
ほじょにん

）と本人
ほんにん

との関係
かんけい

については、2011年
ねん

時点
じ て ん

で

は親族
しんぞく

が約
やく

55.6％、親族
しんぞく

以外
い が い

の第三者
だいさんしゃ

が約
やく

44.4％であったところ、2014年
ねん

は親族
しんぞく
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が約
やく

35.0％、親族
しんぞく

以外
い が い

の者
もの

が約
やく

65.0％となっており、第三者
だいさんしゃ

の割合
わりあい

が大きく
おお   

増加
ぞ う か

している。 

80.成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

については、例えば
たと   

、障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

が一部
い ち ぶ

の親族
しんぞく

により身体的
しんたいてき

虐待
ぎゃくたい

を受
う

け、あるいは年金
ねんきん

収 入
しゅうにゅう

等
とう

を搾取
さくしゅ

されている場合
ば あ い

には、成年
せいねん

後見人
こうけんにん

に

選任
せんにん

された弁護士
べ ん ご し

等
ら

が、本人
ほんにん

の意思
い し

を尊重
そんちょう

しながら、その安全
あんぜん

な居所
いどころ

を確保
か く ほ

し、

財産
ざいさん

を管理
か ん り

することにより、本人
ほんにん

の身体
しんたい

及
およ

び財産
ざいさん

を適切
てきせつ

に保護
ほ ご

することができ

るとの指摘
し て き

がされている。 

81.障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

に基づく
もと   

相談
そうだん

支援
し え ん

として、地域
ち い き

の障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の福祉
ふ く し

に関する
かん   

様々
さまざま

な問題
もんだい

について、障害者
しょうがいしゃ

等
ら

、障害児
しょうがいじ

の保護者
ほ ご し ゃ

又
また

は障害者
しょうがいしゃ

等
ら

の介護
か い ご

を行う
おこな  

者
もの

からの相談
そうだん

に応じ
おう  

、必要
ひつよう

な情報
じょうほう

の提供
ていきょう

や助言
じょげん

等
とう

を行
おこな

う「基本
ほん

相談
そうだん

支援
し え ん

」等
とう

を実施
じ っ し

している。また、同法
どうほう

第
だい

77条
じょう

に基づく
もと   

市町村
しちょうそん

の地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

として、

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

の観点
かんてん

から成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

を利用
り よ う

することが有用
ゆうよう

であ

ると認められる
み と      

障害者
しょうがいしゃ

であって、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

に要
よう

する費用
ひ よ う

について

補助
ほ じ ょ

を受けなければ
う     

成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の利用
り よ う

が困難
こんなん

であると認められる
み と      

ものに対
たい

し、

当該
とうがい

費用
ひ よ う

を支給
しきゅう

する事業
じぎょう

が実施
じ っ し

されており、2014年度
ね ん ど

には 1，360の市町村
しちょうそん

にお

いて当該
とうがい

事業
じぎょう

が実施
じ っ し

された。 

82.「精神
せいしん

保健
ほ け ん

及び
お よ  

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

に関する
かん   

法律
ほうりつ

」（以下
い か

「精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉法
ふくしほう

」とい

う。）第
だい

51条
じょう

11の 2において、市町
しちょう

村長
そんちょう

は、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふ く し

を図る
は か  

ため特
とく
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に必要
ひつよう

があると認
みと

めるときは、家庭
か て い

裁判所
さいばんしょ

に対し
た い  

、民法
みんぽう

に基づく
も と   

審判
しんぱん

（民法
みんぽう

第
だい

7

条
じょう

の後見
こうけん

開始
か い し

の審判
しんぱん

、同法
どうほう

第
だい

11条
じょう

の保
ほ

佐
さ

開始
か い し

の審判
しんぱん

、等
とう

）の請求
せいきゅう

をすること

ができるとされている。 

83.なお、本条
ほんじょう

に関して
か ん   

は、政策
せいさく

委員会
いいんかい

より、次
つぎ

のような指摘
し て き

がなされている。 

意思
い し

決定
けってい

の支援
し え ん

及び
お よ  

法的
ほうてき

能力
のうりょく

の行使
こ う し

を支援
し え ん

する社会的
しゃかいてき

枠組み
わ く ぐ  

の構築
こうちく

が急務
きゅうむ

である。また、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

のうち、特
とく

に代行型
だいこうがた

の枠組み
わ く ぐ  

である後見
こうけん

類型
るいけい

の運用
うんよう

に当たって
あ   

は、最良
さいりょう

の支援
し え ん

を提供
ていきょう

しても、なお法的
ほうてき

能力
のうりょく

の行使
こ う し

が困難
こんなん

な場合
ば あ い

に本人
ほんにん

の権利
け ん り

と利益
り え き

を守る
ま も  

ための最終
さいしゅう

手段
しゅだん

として利用
り よ う

されるべきものであり、

かつ、代理人
だいりにん

が本人
ほんにん

に代わって
か   

意思
い し

決定
けってい

をする場合
ば あ い

にも、法
ほう

の趣旨
し ゅ し

に則り
のっと 

、で

きる限
かぎ

り本人
ほんにん

の意思
い し

を尊重
そんちょう

するよう制度
せ い ど

運用
うんよう

の改善
かいぜん

を図る
は か  

必要
ひつよう

がある。 

また、家庭
か て い

裁判所
さいばんしょ

の成年
せいねん

後見人
こうけんにん

の監督
かんとく

業務
ぎょうむ

の負担
ふ た ん

の在り方
 あ  かた

についても課題
か だ い

が

共有
きょうゆう

された。（より詳しく
く わ   

は、付属
ふ ぞ く

文書
ぶんしょ

を参照
さんしょう

のこと） 

 

第 13 条
だ い  じ ょ う

  司法
し ほ う

手続
てつづき

の利用
り よ う

の機会
き か い

  

84.障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

において、国
くに

又
また

は地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

に対して
た い   

、障害者
しょうがいしゃ

が、刑事
け い じ

事件
じ け ん

若しく
も  

は少年
しょうねん

の保護
ほ ご

事件
じ け ん

に関
かん

する手続
てつづき

その他
  た

これに準
じゅん

ずる手続
てつづき

の対象
たいしょう

とな

った場合
ば あ い

、又
また

は裁判所
さいばんしょ

における民事
み ん じ

事件
じ け ん

、家事
か じ

事件
じ け ん

、若しく
も   

は行政
ぎょうせい

事件
じ け ん

に関する
かん   

手続
てつづき

の当事者
とうじしゃ

その他
  た

の関係人
かんけいにん

となった場合
ば あ い

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
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に行使
こ う し

できるようにするため、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

の手段
しゅだん

を

確保
か く ほ

するよう配慮
はいりょ

するとともに、関係
かんけい

職員
しょくいん

に対する
た い   

研修
けんしゅう

その他
  た

必要
ひつよう

な施策
し さ く

を

講じる
こう   

ことを義務付けて
ぎ む づ   

いる（障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

29条
じょう

）。 

85.裁判所
さいばんしょ

においては、できる限り
か ぎ  

、障害者
しょうがいしゃ

が不自由
ふ じ ゆ う

なく裁判所
さいばんしょ

施設
し せ つ

を利用
り よ う

でき

るよう、段差
だ ん さ

解消
かいしょう

、多機能
た き の う

トイレ、エレベーターの整備
せ い び

などのバリアフリー化
     か

を図って
はか   

おり、今後
こ ん ご

も更に
さ ら  

整備
せ い び

を進める
すす   

予定
よ て い

であると承知
しょうち

している。 

86.裁判所
さいばんしょ

では、各裁判
かくさいばん

手続
てつづき

等
とう

において、障害
しょうがい

を有する
ゆ う   

当事者
とうじしゃ

や証人
しょうにん

等
ら

が、適切
てきせつ

に意思
い し

疎通
そ つ う

を図
はか

り、円滑
えんかつ

に権利
け ん り

行使
こ う し

ができるようにするため、裁
さい

判官
ばんかん

の判断
はんだん

で、

障害
しょうがい

の内容
ないよう

や程度
て い ど

に応
おう

じて、手話
し ゅ わ

通訳人
つうやくにん

を付す
ふ  

、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

等
とう

による手続
てつづき

を行う
おこな 

、

あるいは、補聴器
ほちょうき

を貸与
た い よ

する、裁判所
さいばんしょ

が作成
さくせい

、交付
こ う ふ

する書面
しょめん

を点訳
てんやく

するなどの

配慮
はいりょ

のほか、裁
さい

判官
ばんかん

が当事者
とうじしゃ

に対する
たい   

手続
てつづき

の説明
せつめい

や質問
しつもん

をする際
さい

にも、その内容
ないよう

や方法
ほうほう

に配慮
はいりょ

するなどの措置
そ ち

が講じられて
こ う      

いると承知
しょうち

している。 

87.また、障害
しょうがい

を有する
ゆう   

子供
こ ど も

に対して
たい   

は、裁
さい

判官
ばんかん

の判断
はんだん

で、さらにその発達
はったつ

段階
だんかい

に

応じた
おう   

質問
しつもん

内容
ないよう

や方法
ほうほう

にするなどの配慮
はいりょ

をしているものと承知
しょうち

している。 

88.当事者
とうじしゃ

は、難聴
なんちょう

、言語
げ ん ご

障害
しょうがい

、知能
ち の う

が十分
じゅうぶん

でないこと等
とう

により、十分
じゅうぶん

な裁判上
さいばんじょう

の行為
こ う い

ができない場合
ば あ い

、裁判所
さいばんしょ

の許可
き ょ か

を得
え

て、補佐人
ほ さ に ん

と共
とも

に出頭
しゅっとう

することがで

きる（民事
み ん じ

訴訟法
そしょうほう

第
だい

60条
じょう

、非訟
ひしょう

事件
じ け ん

手続法
てつづきほう

第
だい

25条
じょう

）。 

89.裁判所
さいばんしょ

においては、裁
さい

判官
ばんかん

の研修
けんしゅう

を担当
たんとう

する司法
し ほ う

研修所
けんしゅうじょ

、及び
お よ  

、裁
さい

判官
ばんかん

以外
い が い
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の職員
しょくいん

の研修
けんしゅう

を担当
たんとう

する裁判所
さいばんしょ

職員
しょくいん

総合
そうごう

研修所
けんしゅうじょ

において、人権
じんけん

擁護
よ う ご

に

取り組んで
と  く   

いる政府
せ い ふ

機関
き か ん

担当者
たんとうしゃ

や障害者
しょうがいしゃ

関連
かんれん

の専門家
せんもんか

を講師
こ う し

に招
まね

くなどして、

障害者
しょうがいしゃ

に対する
た い   

適切
てきせつ

な配慮
はいりょ

等
とう

について理解
り か い

を深める
ふ か   

研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

し、また、

各裁判所
かくさいばんしょ

においても、同様
どうよう

の研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

しているものと承知
しょうち

している。 

90.民事
み ん じ

裁判
さいばん

及び
お よ  

非訟
ひしょう

事件
じ け ん

の手続
てつづき

について、口頭
こうとう

弁論
べんろん

に関与
か ん よ

する者
もの

（当事者
とうじしゃ

となる

場合
ば あ い

のほか、証人
しょうにん

等
とう

となる場合
ば あ い

を含
ふく

む。）が耳
みみ

が聞こえない
き    

者
もの

又
また

は話
はなし

をするこ

とができない者
もの

であるときは、通訳人
つうやくにん

を立
た

ち会わせ
あ   

、又
また

は、文字
も じ

で問い
と  

若しく
も   

は

陳述
ちんじゅつ

をすることができるとしている（民事
み ん じ

訴訟法
そしょうほう

第
だい

154 条
じょう

第
だい

1項
こう

、非訟
ひしょう

事件
じ け ん

手続法
てつづきほう

第
だい

48条
じょう

）。 

91.刑事
け い じ

訴訟法
そしょうほう

及び
お よ  

刑事
け い じ

訴訟
そしょう

規則上
きそくじょう

、以下
い か

のとおり規定
き て い

されている。 

（1）障害者
しょうがいしゃ

であるか否
いな

かにかかわらず，被告人
ひこくにん

及び
お よ  

被疑者
ひ ぎ し ゃ

は，私選
し せ ん

弁護人
べんごにん

を

付する
ふ   

ことができ（刑事
け い じ

訴訟法
そしょうほう

第３０条
だい  じょう

第１項
だい こう

），被告人
ひこくにん

又
また

は一定
いってい

の事件
じ け ん

の

被疑者
ひ ぎ し ゃ

は，貧困
ひんこん

その他
  た

の事由
じ ゆ う

により弁護人
べんごにん

を選任
せんにん

することができないときは，

裁判所
さいばんしょ

（官
かん

）に対し
た い  

，国選
こくせん

弁護人
べんごにん

の選任
せんにん

を請求
せいきゅう

することができる（同法
どうほう

第３６条
だい  じょう

，

第３７条
だい  じょう

の２）。さらに，裁判所
さいばんしょ

（官
かん

）は，被告人
ひこくにん

が，耳
みみ

の聞こえない
き     

者
もの

又
また

は口
くち

のきけない者
もの

であるとき（同法
どうほう

第３７条
だい  じょう

第３号
だい ごう

），心神
しんしん

喪失者
そうしつもの

又
また

は心神
しんしん

耗弱者
こうじゃくしゃ

で

ある疑い
うたが 

があるとき（同条
どうじょう

第４号
だい ごう

），その他
  た

必要
ひつよう

と認める
み と   

とき（同条
どうじょう

第５号
だい ごう

），

若しく
も   

は，一定
いってい

の事件
じ け ん

の被疑者
ひ ぎ し ゃ

が，精神上
せいしんじょう

の障害
しょうがい

その他
  た

の事由
じ ゆ う

により弁護人
べんごにん

を
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必要
ひつよう

とするかどうかを判断
はんだん

することが困難
こんなん

である疑い
うたが 

があるとき（同法
どうほう

第３７条
だい  じょう

の４）は，職権
しょっけん

で国選
こくせん

弁護人
べんごにん

を選任
せんにん

することができる。 

（2）裁判所
さいばんしょ

は、裁判所
さいばんしょ

の手続
てつづき

において、耳
みみ

の聞こえない
き     

者
もの

又
また

は口
くち

のきけない者
もの

に陳述
ちんじゅつ

をさせる場合
ば あ い

には、通訳人
つうやくにん

に通訳
つうやく

をさせることができる（刑事
け い じ

訴訟法
そしょうほう

第
だい

176条
じょう

）。 

（3）証人
しょうにん

尋問
じんもん

においては、証人
しょうにん

が耳
みみ

が聞こえない
き     

ときは、書面
しょめん

で問い
と  

、口
くち

が

きけないときは、書面
しょめん

で答
こた

えさせることができる（刑事
け い じ

訴訟
そしょう

規則
き そ く

第
だい

125条
じょう

）。 

92.捜査
そ う さ

機関
き か ん

において、障害
しょうがい

を有する
ゆう   

被疑者
ひ ぎ し ゃ

や参考人
さんこうにん

に対して
たい   

取調べ
とりしら  

を行う
おこな 

際
さい

は、

対象者
たいしょうしゃ

の特性
とくせい

を考慮
こうりょ

して適切
てきせつ

な方法
ほうほう

により行う
おこな 

ことの重要性
じゅうようせい

を意識
い し き

し、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

に対し
た い  

供 述
きょうじゅつ

特性
とくせい

を踏まえた
ふ    

分
わ

かりやすい発問
はつもん

等
とう

を行う
おこな 

こと、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

に対し
た い  

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

や筆談
ひつだん

を用いる
もち   

こと、必要
ひつよう

に応
おう

じ、検察官
けんさつかん

らが自宅
じ た く

や

病院
びょういん

等
とう

に赴いて
おもむ   

保護者
ほ ご し ゃ

や医師
い し

等
ら

の同席
どうせき

の上
うえ

で事情
じじょう

聴取
ちょうしゅ

を実施
じ っ し

することなどの

配慮
はいりょ

を行
おこな

っている。 

93. 犯罪
はんざい

捜査
そ う さ

規範
き は ん

の規定
き て い

に基
もと

づき、警察官
けいさつかん

は、精神
せいしん

又
また

は身体
しんたい

に障害
しょうがい

のある者
もの

の

取調べ
とりしら  

を行う
おこな 

に当たって
あ    

は、その者
もの

の特性
とくせい

を十分
じゅうぶん

に理解
り か い

し、取調べ
とりしら  

を行う
おこな 

時間
じ か ん

や場所
ば し ょ

等
とう

について配慮
はいりょ

するとともに、その障害
しょうがい

の程度
て い ど

等
とう

を踏まえ
ふ   

、手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

を手配
て は い

するなどの適切
てきせつ

な措置
そ ち

を講じ
こ う  

ている（犯罪
はんざい

捜査
そ う さ

規範
き は ん

）。 

94.国家
こ っ か

公
こう

安
あん

委員会
いいんかい

規則
き そ く

において、人権
じんけん

の尊重
そんちょう

を大きな
おお   

柱
はしら

とする「職務
しょくむ

倫理
り ん り

の



39 
 

基本
き ほ ん

」を定
さだ

め、警察
けいさつ

職員
しょくいん

に対し
た い  

、職務
しょくむ

倫理
り ん り

を保持
ほ じ

させる教育
きょういく

を行う
おこな  

よう規定
き て い

している。これらの規則
き そ く

に従
したが

い、警察
けいさつ

では、警察
けいさつ

学校
がっこう

や警察
けいさつ

署
しょ

等
とう

の職場
しょくば

におい

て、憲法
けんぽう

、刑事
け い じ

訴訟法
そしょうほう

等
とう

の法学
ほうがく

や職務
しょくむ

倫理
り ん り

の講義
こ う ぎ

、障害者
しょうがいしゃ

施設
し せ つ

への訪問
ほうもん

実習
じっしゅう

、

有識者
ゆうしきしゃ

による講話
こ う わ

等
とう

、障害者
しょうがいしゃ

の特性
とくせい

や障害
しょうがい

に配慮
はいりょ

したコミュニケーション等
とう

の理解
り か い

を深め
ふ か  

、障害者
しょうがいしゃ

の人権
じんけん

を含めた
ふく   

人権
じんけん

に配意
は い い

した警察
けいさつ

活動
かつどう

を推進
すいしん

するため

の教育
きょういく

を行
おこな

っている（警察
けいさつ

職員
しょくいん

の職務
しょくむ

倫理
り ん り

及び
お よ  

服務
ふ く む

に関する
かん   

規則
き そ く

）。 

95.留置
りゅうち

実務
じ つ む

を指導
し ど う

する者
もの

に対する
たい   

司法
し ほ う

手続
てつづき

を含む
ふ く  

研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

し、指導者
しどうしゃ

の資質
し し つ

を高
たか

めるとともに、留置
りゅうち

業務
ぎょうむ

に従事
じゅうじ

する職員
しょくいん

に対して
たい   

は、各警察
かくけいさつ

学校
がっこう

における

専門
せんもん

教育
きょういく

や、警察
けいさつ

署
しょ

等
とう

の職場
しょくば

における研修会
けんしゅうかい

等
とう

のあらゆる機会
き か い

において、

障害者
しょうがいしゃ

を含めた
ふく   

被
ひ

留置者
りゅうちしゃ

の人権
じんけん

に配意
は い い

した適正
てきせい

な職務
しょくむ

執行
しっこう

を期
き

する上
うえ

で必要
ひつよう

な司法
し ほ う

手続
てつづき

を含む
ふ く  

知識
ち し き

・技能
ぎ の う

等
とう

を習得
しゅうとく

させるための教育
きょういく

を行
おこな

っている（「刑事
け い じ

収容
しゅうよう

施設
し せ つ

及び
お よ  

被
ひ

収容者
しゅうようしゃ

等
とう

の処遇
しょぐう

に関する
かん   

法律
ほうりつ

」、以下
い か

「刑事
け い じ

収容
しゅうよう

施設法
しせつほう

」と

いう。）。 

96.検察庁
けんさつちょう

においては、「高齢者
こうれいしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の円滑
えんかつ

な移動
い ど う

等
とう

に配慮
はいりょ

した建築
けんちく

設計
せっけい

標 準
ひょうじゅん

」に基
もと

づき、庁舎
ちょうしゃ

にスロープや自動
じ ど う

扉
とびら

、エレベーター等
とう

を設置
せ っ ち

する措置
そ ち

を講
こう

ずる努力
どりょく

を行
おこな

っている。 

97.検察
けんさつ

職員
しょくいん

に対し
た い  

、経験
けいけん

年数
ねんすう

等
とう

に応じて
おう   

実施
じ っ し

する各種
かくしゅ

研修
けんしゅう

において、障害者
しょうがいしゃ

に

関
かん

する理解
り か い

・配慮
はいりょ

に資する
し   

講義
こ う ぎ

を実施
じ っ し

しているほか、日常
にちじょう

の業務
ぎょうむ

においても、
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上司
じょうし

が個別
こ べ つ

事件
じ け ん

の捜査
そ う さ

・公判
こうはん

を通じて
つ う   

個々
こ こ

の検察官
けんさつかん

に対して
た い   

指導
し ど う

を行って
おこな  

いる。 

98.日本
に ほ ん

司法
し ほ う

支援
し え ん

センターは、民事
み ん じ

法律
ほうりつ

扶助
ふ じ ょ

業務
ぎょうむ

の法律
ほうりつ

相談
そうだん

援助
えんじょ

を障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の

居住
きょじゅう

場所
ば し ょ

その他
  た

適宜
て き ぎ

の場所
ば し ょ

において実施
じ っ し

しているほか、高齢者
こうれいしゃ

・障害者
しょうがいしゃ

等
とう

社会的
しゃかいてき

に弱い
よ わ  

立場
た ち ば

にある者
もの

に対
たい

しては、同センター
どう       

の常勤
じょうきん

弁護士
べ ん ご し

等
とう

が自治体
じ ち た い

や

福祉
ふ く し

団体
だんたい

等
とう

と連携
れんけい

して積極的
せっきょくてき

に法的
ほうてき

サービスを提供
ていきょう

している。 

99.日本
に ほ ん

司法
し ほ う

支援
し え ん

センターは、関係
かんけい

職員
しょくいん

に対し
た い  

、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

疑似
ぎ じ

体験
たいけん

実習
じっしゅう

を実施
じ っ し

し、

障害者
しょうがいしゃ

に必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

や接遇
せつぐう

等
とう

を学
まな

ぶ研修
けんしゅう

を実施
じ っ し

しているほか、全職員向け
ぜんしょくいんむ 

に

「高齢者
こうれいしゃ

・障害者
しょうがいしゃ

への接遇
せつぐう

マニュアル」を作成
さくせい

し、周知
しゅうち

を図
はか

っている。 

 

第 14 条
だ い  じ ょ う

  身体
しんたい

の自由
じ ゆ う

及び
お よ  

安全
あんぜん

 

100.障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

において、国
くに

又
また

は地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

に対して
たい   

、障害者
しょうがいしゃ

が、刑事
け い じ

事件
じ け ん

若
も

しくは少年
しょうねん

の保護
ほ ご

事件
じ け ん

に関する
かん   

手続
てつづき

その他
  た

これに準
じゅん

ずる手続
てつづき

の対象
たいしょう

とな

った場合
ば あ い

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

できるようにするため、

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

の手段
しゅだん

を確保
か く ほ

するよう配慮
はいりょ

するととも

に、関係
かんけい

職員
しょくいん

に対する
たい    

研修
けんしゅう

その他
  た

必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

じることを義務付けて
ぎ む づ   

いる

（障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

29条
じょう

）。 

101.刑法上
けいほうじょう

、殺人
さつじん

罪
ざい

（刑法
けいほう

第
だい

199条
じょう

）、傷害
しょうがい

罪
ざい

（同法
どうほう

第
だい

204条
じょう

）、暴行
ぼうこう

罪
ざい

（同法
どうほう

第
だい

208条
じょう

）、逮捕
た い ほ

監禁
かんきん

罪
ざい

（同法
どうほう

第
だい

220条
じょう

）等
とう

を処罰
しょばつ

する規定
き て い

があり、これらの罪
つみ

に
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該当
がいとう

する行為
こ う い

は、障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい   

ものも含
ふく

め、処罰
しょばつ

することが可能
か の う

である。刑事
け い じ

訴訟法上
そしょうほうじょう

、捜査
そ う さ

についての身体
しんたい

に対する
たい   

刑事
け い じ

手続上
てつづきじょう

の強制
きょうせい

の処分
しょぶん

は、法律
ほうりつ

に

特別
とくべつ

の定め
さ だ  

がある場合
ば あ い

でなければすることができないと規定
き て い

している（同法
どうほう

第
だい

197条
じょう

第 1項
だい こう

但書
ただしがき

）。 

102.刑事
け い じ

手続上
てつづきじょう

の強制処分
きょうせいしょぶん

に関して
かん   

は、被疑者
ひ ぎ し ゃ

が障害者
しょうがいしゃ

であると否
いな

とを問わず
と   

、

逮捕状
たいほじょう

や捜索差押
そうさくさしおさえ

令状
れいじょう

等
とう

の呈示
て い じ

（刑法
けいほう

第
だい

201条
じょう

第 1項
だい こう

、第
だい

110条
じょう

）、逮捕
た い ほ

の際
さい

の弁護人
べんごにん

選任権
せんにんけん

の告知
こ く ち

（同法
どうほう

第
だい

203条
じょう

第 1項
だい こう

、第
だい

204条
じょう

第 1項
だい こう

）、被疑者
ひ ぎ し ゃ

取調べ
とりしら  

の際
さい

の黙秘権
もくひけん

の告知
こ く ち

（同法
どうほう

第
だい

198条
じょう

第
だい

2項
こう

）といった手続
てつづき

が保障
ほしょう

されており、

障害者
しょうがいしゃ

に対して
たい   

これらの手続
てつづき

を行う
おこな  

に当
あ

たっては、障害
しょうがい

の特性
とくせい

に応じて
おう   

、

例えば
たと   

、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい   

分かりやすい
わ     

言葉
こ と ば

での説明
せつめい

や聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

す

る手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

等
とう

の利用
り よ う

など、障害
しょうがい

の内容
ないよう

・程度
て い ど

に応じた
おう    

適切
てきせつ

な配慮
はいりょ

を行
おこな

ってい

る。 

103.刑事
け い じ

収容
しゅうよう

施設法
しせつほう

、少年院法
しょうねんいんほう

及び
お よ  

少年
しょうねん

鑑別所法
かんべつじょほう

においては、被
ひ

収容者
しゅうようしゃ

の人権
じんけん

を尊重
そんちょう

しつつ、状 況
じょうきょう

に応
おう

じた適切
てきせつ

な処遇
しょぐう

を行う
おこな 

ことが定められて
さ だ      

おり、矯正
きょうせい

施設
し せ つ

における障害者
しょうがいしゃ

の処遇
しょぐう

については、各人
かくじん

の障害
しょうがい

の内容
ないよう

・程度
て い ど

等
とう

に応
おう

じ、

（1）養護
よ う ご

を必要
ひつよう

とする被
ひ

収容者
しゅうようしゃ

については、傷
しょう

病者
びょうしゃ

のための措置
そ ち

に準じた
じゅん  

措置
そ ち

をとれる体制
たいせい

を整
ととの

え、（2）被
ひ

収容者
しゅうようしゃ

については眼鏡
がんきょう

その他
  た

の補正
ほ せ い

器具
き ぐ

を

貸与
た い よ

又
また

は支給
しきゅう

し（自弁
じ べ ん

のものを使用
し よ う

することができない場合
ば あ い

）、（3）受刑者
じゅけいしゃ

につ
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いては刑務
け い む

作業
さぎょう

の内容
ないよう

等
とう

を配慮
はいりょ

する等
など

の措置
そ ち

を行
おこな

っている。 

104.留置
りゅうち

施設
し せ つ

における被
ひ

留置者
りゅうちしゃ

の処遇
しょぐう

に当たって
あ   

は、その人権
じんけん

を尊重
そんちょう

しつつ、そ

の者
もの

の状 況
じょうきょう

に応
おう

じて適切
てきせつ

な処遇
しょぐう

を行う
おこな 

こととしている。被
ひ

留置者
りゅうちしゃ

が障害者
しょうがいしゃ

の

場合
ば あ い

も、留置
りゅうち

業務
ぎょうむ

管理者
かんりしゃ

は、障害
しょうがい

の状 況
じょうきょう

をよく把握
は あ く

した上
うえ

で、体調
たいちょう

や疾病
しっぺい

の

状 況
じょうきょう

に応じて
お う   

医師
い し

による診療
しんりょう

等
とう

の医療的
いりょうてき

措置
そ ち

をとっており、障害者
しょうがいしゃ

の

具体的
ぐたいてき

状 況
じょうきょう

に応じ
お う  

、留置
りゅうち

施設内
しせつない

で眼鏡
がんきょう

等
とう

の補正
ほ せ い

器具
き ぐ

や車
くるま

いす等
とう

の移動
い ど う

補助
ほ じ ょ

具
ぐ

の使用
し よ う

を認
みと

めている。留置
りゅうち

業務
ぎょうむ

管理者
かんりしゃ

は、全て
す べ  

の被
ひ

留置者
りゅうちしゃ

に、おおむね月
つき

に

2回
かい

の健康
けんこう

診断
しんだん

を受けさせて
う     

いるほか、必要
ひつよう

に応
おう

じおかゆ等
とう

の食事
しょくじ

を支給
しきゅう

する等
など

の配慮
はいりょ

を行って
おこな   

いる（刑事
け い じ

収容
しゅうよう

施設法
しせつほう

、被
ひ

留置者
りゅうちしゃ

の留置
りゅうち

に関する
かん   

規則
き そ く

）。 

105.精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉法
ふくしほう

には、入院
にゅういん

措置
そ ち

（精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉法
ふくしほう

第
だい

29 条
じょう

）や医療
いりょう

保護
ほ ご

入院
にゅういん

（同法
どうほう

第
だい

33条
じょう

第
だい

１項
こう

及
およ

び第
だい

2 項）等
とう

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

について本人
ほんにん

の意思
い し

によらない入院
にゅういん

制度
せ い ど

を定めて
さだ   

いる。この法律
ほうりつ

に定
さだ

める入院
にゅういん

制度
せ い ど

は、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

であることのみを理由
り ゆ う

として適用
てきよう

されるわけではなく、精神
せいしん

障害
しょうがい

の

ために自
じ

傷
しょう

他害
た が い

のおそれがある場合
ば あ い

又
また

は自傷
じしょう

他害
た が い

のおそれはないが医療
いりょう

及び
お よ  

保護
ほ ご

が必要
ひつよう

な場合
ば あ い

であって、入院
にゅういん

の必要性
ひつようせい

について本人
ほんにん

が適切
てきせつ

な判断
はんだん

をすることができない状態
じょうたい

にある場合
ば あ い

に適用
てきよう

されるものである。実施
じ っ し

に

当たって
あ    

は、国
くに

が指定
し て い

する精神
せいしん

保健
ほ け ん

指定医
し て い い

による診察
しんさつ

（同法
どうほう

第
だい

29 条
じょう

第
だい

2項
こう

及び
お よ  

第
だい

33条
じょう

第
だい

１項
こう

）や入院
にゅういん

措置
そ ち

についての本人
ほんにん

への書面
しょめん

告知
こ く ち

（同法
どうほう

第
だい

29条
じょう
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第
だい

3項
こう

及び
お よ  

第
だい

33条
じょう

の 3）が義務付
ぎ む づ

けられている。 

106.「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

を行った
おこな   

者
もの

の医療
いりょう

及び
お よ  

観察
かんさつ

等
とう

に関
かん

す

る法律
ほうりつ

」（以下
い か

「心神
しんしん

喪失者
そうしつしゃ

等
とう

医療
いりょう

観察法
かんさつほう

」という。）において規定
き て い

されている精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する入院
にゅういん

等
とう

の処遇
しょぐう

は、殺人
さつじん

や放火
ほ う か

などの重大
じゅうだい

な犯罪
はんざい

に当たる
あ   

行為
こ う い

を行い
おこな  

、かつ、当該
とうがい

行為
こ う い

の当時
と う じ

、心神
しんしん

喪失
そうしつ

又
また

は心神
しんしん

耗弱
こうじゃく

の状態
じょうたい

にあったと認定
にんてい

され、不起訴
ふ き そ

処分
しょぶん

又
また

は無罪
む ざ い

等
とう

の確定
かくてい

裁判
さいばん

を受
う

けた者
もの

について、当該
とうがい

行為
こ う い

を行った
おこな   

際
さい

の精神
せいしん

障害
しょうがい

を改善
かいぜん

し、社会
しゃかい

に復帰
ふ っ き

することを促進
そくしん

するため、同法
どうほう

による医療
いりょう

を受けさせる
う     

必要
ひつよう

があると認められる
みと       

場合
ば あ い

に行われる
おこな     

ものである。処遇
しょぐう

の決定
けってい

に当
あ

たっては、対象者
たいしょうしゃ

の鑑定
かんてい

を実施
じ っ し

するとともに、弁護士
べ ん ご し

や保健
ほ け ん

・福祉
ふ く し

に関する
かん   

専門家
せんもんか

等
とう

の関与
か ん よ

の下
もと

で審判
しんぱん

期日
き じ つ

を開催
かいさい

し、対象者
たいしょうしゃ

に意見
い け ん

を述べる
の   

機会
き か い

を与えた
あた   

上
うえ

で、裁
さい

判官
ばんかん

と医師
い し

である精神
せいしん

保健
ほ け ん

審判員
しんぱんいん

の合議体
ごうぎたい

において、処遇
しょぐう

の要否
よ う ひ

及び
お よ  

内容
ないよう

を適切
てきせつ

に判断
はんだん

することとされている（心神
しんしん

喪失者
そうしつしゃ

等
とう

医療
いりょう

観察法
かんさつほう

第
だい

2条
じょう

、第
だい

33

条
じょう

ないし第
だい

42条
じょう

）。 

107.なお、本条
ほんじょう

に関して
か ん   

は、政策
せいさく

委員会
いいんかい

より、次
つぎ

のような指摘
し て き

がなされている。

（より詳しく
くわ   

は、付属
ふ ぞ く

文書
ぶんしょ

を参照
さんしょう

のこと） 

精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉法
ふくしほう

等
とう

の制度
せ い ど

と運用
うんよう

については、医療
いりょう

保護
ほ ご

入院
にゅういん

についての規定
き て い

である精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉法
ふくしほう

第
だい

33 条
じょう

の妥当性
だとうせい

について再検証
さいけんしょう

をする必要
ひつよう

がある。

精神科
せいしんか

における患者
かんじゃ

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

のため家族
か ぞ く

や医療
いりょう

従事者
じゅうじしゃ

から独立
どくりつ

した権利
け ん り
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擁護者
ようごしゃ

の関与
か ん よ

が不可欠
ふ か け つ

である。認知症
にんちしょう

も含め
ふ く  

、本人
ほんにん

の意思
い し

が反映
はんえい

されない入院
にゅういん

の減少
げんしょう

につなげていくことが大切
たいせつ

であり、そのためにも、継続的
けいぞくてき

に調査
ちょうさ

を実施
じ っ し

した上
うえ

で、最新
さいしん

の正確
せいかく

な統計
とうけい

に基づいて
も と    

議論
ぎ ろ ん

を行う
おこな 

必要
ひつよう

がある。 

 

第 15 条
だ い  じ ょ う

  拷問
ご うもん

又
また

は残虐
ざんぎゃく

な、非人道的
ひ じ ん ど う て き

な若しく
も  

は品位
ひ ん い

を傷つける
き ず      

取扱い
とりあつか  

若しく
も  

は刑罰
けいばつ

からの自由
じ ゆ う

 

108.刑事
け い じ

収容
しゅうよう

施設法
しせつほう

、少年院法
しょうねんいんほう

及び
お よ  

少年
しょうねん

鑑別所法
かんべつじょほう

においては、被
ひ

収容者
しゅうようしゃ

の人権
じんけん

を尊重
そんちょう

しつつ、状 況
じょうきょう

に応
おう

じた適切
てきせつ

な処遇
しょぐう

を行う
おこな 

ことが定められて
さだ       

おり、矯正
きょうせい

施設
し せ つ

における障害者
しょうがいしゃ

の処遇
しょぐう

については、各人
かくじん

の障害
しょうがい

の内容
ないよう

・程度
て い ど

等
とう

に応じた
おう    

適切
てきせつ

な処遇
しょぐう

を行
おこな

っている。 

109. 刑法上
けいほうじょう

、 暴行
ぼうこう

罪
ざい

（ 刑法
けいほう

第
だい

208 条
じょう

）、 傷害
しょうがい

罪
ざい

（ 同法
どうほう

第
だい

204 条
じょう

）、

特別公務員暴行陵虐
とくべつこうむいんぼうこうりょうぎゃく

罪
ざい

（同法
どうほう

第
だい

195条
じょう

）等
とう

を処罰
しょばつ

する規定
き て い

があり、これらの罪
つみ

に該当
がいとう

する行為
こ う い

は、障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい   

ものも含
ふく

め、処罰
しょばつ

することが可能
か の う

である。

検察
けんさつ

においては、刑罰
けいばつ

法令
ほうれい

に触れる
ふ   

事実
じ じ つ

が認
みと

められる場合
ば あ い

には、法
ほう

と証拠
しょうこ

に

基づき
もと   

、適切
てきせつ

に対処
たいしょ

している。 

 

第 16 条
だ い  じ ょ う

  搾取
さ く し ゅ

、暴力
ぼうりょく

及び
お よ  

虐待
ぎゃくたい

からの自由
じ ゆ う

 

110.「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

に対する
たい   

支援
し え ん

等
とう

に関する
かん   

法律
ほうりつ

」（以下
い か

「障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

」という。）第
だい

4条
じょう

において、国
くに

及び
お よ  

地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

は、
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その責務
せ き む

として、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

虐待
ぎゃくたい

を受
う

けた障害者
しょうがいしゃ

の迅速
じんそく

か

つ適切
てきせつ

な保護
ほ ご

及び
お よ  

自立
じ り つ

の支援
し え ん

並び
な ら  

に適切
てきせつ

な養護者
ようごしゃ

に対する
たい   

支援
し え ん

を行
おこな

うため、

関係
かんけい

機関
き か ん

及び
お よ  

民間
みんかん

団体
だんたい

の間
あいだ

の連携
れんけい

の強化
きょうか

、民間
みんかん

団体
だんたい

の支援
し え ん

等
とう

に努
つと

めなければな

らないとされている。また、同法
どうほう

第
だい

29条
じょう

では、就学
しゅうがく

する障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい   

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

として、学校
がっこう

の長
ちょう

は、就学
しゅうがく

する障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい   

虐待
ぎゃくたい

の相談
そうだん

に係
かか

る体制
たいせい

の整備
せ い び

、就学
しゅうがく

する障害者
しょうがいしゃ

に対する
た い   

虐待
ぎゃくたい

に対処
たいしょ

するための措置
そ ち

など、虐待
ぎゃくたい

を

防止
ぼ う し

するために必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

ずることとされている。さらに、同法
どうほう

第
だい

32条
じょう

及び
お よ  

第
だい

36 条
じょう

に基づき
も と   

、全て
す べ  

の市町村
しちょうそん

又
また

は都道府県
と ど う ふけ ん

において、市町村
しちょうそん

障害者
しょうがいしゃ

虐待
ぎゃくたい

防止
ぼ う し

センター又
また

は都道府県
と ど う ふけ ん

障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

擁護
よ う ご

センターの機能
き の う

を果たす
は   

部局
ぶきょく

又
また

は施設
し せ つ

を有
ゆう

している。 

111.刑法上
けいほうじょう

、暴行
ぼうこう

罪
ざい

（刑法
けいほう

第
だい

208条
じょう

）、傷害
しょうがい

罪
ざい

（同法
どうほう

第
だい

204条
じょう

）、保護
ほ ご

責任者
せきにんしゃ

遺棄
い き

罪
ざい

（同法
どうほう

第
だい

218条
じょう

）、逮捕
た い ほ

監禁
かんきん

罪
ざい

（同法
どうほう

第
だい

220条
じょう

）、脅迫
きょうはく

罪
ざい

（同法
どうほう

第
だい

222条
じょう

）、強要
きょうよう

罪
ざい

（同法
どうほう

第
だい

223条
じょう

）等
とう

を処罰
しょばつ

する規定
き て い

があり、これらの罪
つみ

に該当
がいとう

する行為
こ う い

は、

障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい   

ものも含め
ふ く  

、処罰
しょばつ

することが可能
か の う

である。刑事
け い じ

訴訟法
そしょうほう

は、前記
ぜ ん き

の犯罪
はんざい

に関し
か ん  

、司法
し ほ う

警察
けいさつ

職員
しょくいん

、検察官
けんさつかん

、検察
けんさつ

事務官
じ む か ん

などに捜査
そ う さ

権限
けんげん

を与
あた

え、

検察官
けんさつかん

に訴追
そ つ い

権限
けんげん

を与えて
あた   

いる（刑事
け い じ

訴訟法
そしょうほう

第
だい

247条
じょう

）。検察
けんさつ

においては、刑罰
けいばつ

法令
ほうれい

に触れる
ふ   

事実
じ じ つ

が認められる
み と      

場合
ば あ い

には、法
ほう

と証拠
しょうこ

に基
もと

づき、適切
てきせつ

に対処
たいしょ

して

いる。 
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112.検察官
けんさつかん

が事件
じ け ん

の捜査
そ う さ

の結果
け っ か

を踏
ふ

まえ、当該
とうがい

事件
じ け ん

を起訴
き そ

しないこととした場合
ば あ い

に、その処分
しょぶん

に不服
ふ ふ く

がある者
もの

（障害者
しょうがいしゃ

を含
ふく

む。）は、検察
けんさつ

審査会法
しんさかいほう

に基づき
もと   

、検察
けんさつ

審査会
しんさかい

に不服
ふ ふ く

を申し立てる
も う  た    

ことができる。一定
いってい

の場合
ば あ い

には、検察
けんさつ

審査会
しんさかい

は起訴
き そ

す

べき旨
むね

の議決
ぎ け つ

を行
おこな

うことができ、その場合
ば あ い

、裁判所
さいばんしょ

が指定
し て い

する弁護士
べ ん ご し

によって

当該
とうがい

事件
じ け ん

が起訴
き そ

される。 

113.法務省
ほうむしょう

の人権
じんけん

擁護
よ う ご

機関
き か ん

では、全国
ぜんこく

の法務局
ほうむきょく

・地方
ち ほ う

法務局
ほうむきょく

において、障害者
しょうがいしゃ

の

人権
じんけん

問題
もんだい

を含
ふく

むあらゆる人権
じんけん

問題
もんだい

について相談
そうだん

に応じて
おう   

おり、人権
じんけん

侵害
しんがい

の疑い
うたが  

のある事案
じ あ ん

を認知
に ん ち

した場合
ば あ い

は、人権
じんけん

侵犯
しんぱん

事件
じ け ん

として調査
ちょうさ

を行い
おこな 

、関係
かんけい

機関
き か ん

とも

連携
れんけい

・協 力
きょうりょく

し、事案
じ あ ん

に応じた
おう   

適切
てきせつ

な措置
そ ち

を講
こう

じている。 

114.2004年
ねん

12月
がつ

に成立
せいりつ

した「犯罪
はんざい

被害者
ひがいしゃ

等
とう

基本法
きほんほう

」は、犯罪
はんざい

被害者
ひがいしゃ

等
とう

のための施策
し さ く

を総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

に推進
すいしん

することによって、犯罪
はんざい

被害者
ひがいしゃ

等
とう

の権利
け ん り

利益
り え き

の保護
ほ ご

を図る
は か  

ことを目的
もくてき

としており、その基本
き ほ ん

理念
り ね ん

として、同法
どうほう

第
だい

3条
じょう

第
だい

1項
こう

において、

障害者
しょうがいしゃ

を含め
ふ く  

、すべて犯罪
はんざい

被害者
ひがいしゃ

等
とう

は、個人
こ じ ん

の尊厳
そんげん

が重
おも

んぜられ、その尊厳
そんげん

に

ふさわしい処遇
しょぐう

を保障
ほしょう

される権利
け ん り

を有する
ゆう   

ことなどが定
さだ

められている。また、

同条
どうじょう

第
だい

2項
こう

において、犯罪
はんざい

被害者
ひがいしゃ

等
とう

のための施策
し さ く

は、犯罪
はんざい

被害者
ひがいしゃ

等
とう

が置かれて
お    

い

る状 況
じょうきょう

その他
  た

の事情
じじょう

に応じて
おう   

適切
てきせつ

に講
こう

ぜられるものとすることとされている。

同法
どうほう

に基
もと

づき、2011年
ねん

3月
がつ

に閣議
か く ぎ

決定
けってい

された「第 2次
だ い  じ

犯罪
はんざい

被害者
ひがいしゃ

等
とう

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」で

は、四つ
よっ  

の基本
き ほ ん

方針
ほうしん

（四つ
よ っ  

の基本
き ほ ん

方針
ほうしん

：尊厳
そんげん

にふさわしい処遇
しょぐう

を権利
け ん り

として保障
ほしょう
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すること、個々
こ こ

の事情
じじょう

に応じて
おう   

適切
てきせつ

に 行
おこな

われること、途切れる
と ぎ   

ことなく

行われる
おこな     

こと、国民
こくみん

の総意
そ う い

を形成
けいせい

しながら展開
てんかい

されること）の下
もと

、241の具体的
ぐたいてき

施策
し さ く

が掲げられて
かか       

おり、現在
げんざい

、関係府
かんけいふ

省 庁
しょうちょう

において同計画
どうけいかく

に基づく
もと   

施策
し さ く

が進
すす

め

られている。 

115.配偶者
はいぐうしゃ

からの暴力
ぼうりょく

事案
じ あ ん

等
とう

、人身
じんしん

の安全
あんぜん

を早急
さっきゅう

に確保
か く ほ

する必要
ひつよう

の認められる
みと       

事案
じ あ ん

については、被害者
ひがいしゃ

等
とう

の安全
あんぜん

の確保
か く ほ

を最優先
さいゆうせん

に、加害者
かがいしゃ

の検挙
けんきょ

、被害者
ひがいしゃ

等
とう

の

保護
ほ ご

措置
そ ち

等
など

、組織
そ し き

による迅速
じんそく

・的確
てきかく

な対応
たいおう

を推進
すいしん

している（「配偶者
はいぐうしゃ

からの暴力
ぼうりょく

の防止
ぼ う し

及び
お よ  

被害者
ひがいしゃ

の保護
ほ ご

等
とう

に関する
かん   

法律
ほうりつ

」）。 

116.「配偶者
はいぐうしゃ

からの暴力
ぼうりょく

の防止
ぼ う し

及び
お よ  

被害者
ひがいしゃ

の保護
ほ ご

等
とう

に関する
かん   

法律
ほうりつ

」に基づき
もと   

、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

に置
お

かれている配偶者
はいぐうしゃ

暴力
ぼうりょく

相談
そうだん

支援
し え ん

センターにおいて、障害者
しょうがいしゃ

を

含め
ふ く  

、配偶者
はいぐうしゃ

等
とう

からの暴力
ぼうりょく

被害者
ひがいしゃ

からの相談
そうだん

に応
おう

じる等
など

の適切
てきせつ

な支援
し え ん

を行
おこな

っ

ている。 

117.児童
じ ど う

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

等
とう

に関する
かん   

法律
ほうりつ

（以下
い か

「児童
じ ど う

虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

」という。）におい

て、児童
じ ど う

に対
たい

する虐待
ぎゃくたい

の禁止
き ん し

、児童
じ ど う

虐待
ぎゃくたい

の予防
よ ぼ う

及び
お よ  

早期
そ う き

発見
はっけん

その他
   た

の児童
じ ど う

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

に関する
かん   

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

の責務
せ き む

、児童
じ ど う

虐待
ぎゃくたい

を受けた
う   

児童
じ ど う

の

保護
ほ ご

及び
お よ  

自立
じ り つ

の支援
し え ん

のための措置
そ ち

等
とう

が定
さだ

められており、児童
じ ど う

の保護
ほ ご

が図
はか

られて

いる。 

118.警察
けいさつ

では、児童
じ ど う

虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

第 6 条
だい  じょう

に基づき
もと   

、児童
じ ど う

虐待
ぎゃくたい

を受けた
う   

と思われる
お も     

児童
じ ど う

を発見
はっけん

した場合
ば あ い

は、速
すみ

やかに児童
じ ど う

相談所
そうだんじょ

に通告
つうこく

することとしている。また、
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同法
どうほう

第
だい

10 条
じょう

に基づき
もと   

、児童
じ ど う

相談
そうだん

所長
しょちょう

が児童
じ ど う

の安全
あんぜん

確認
かくにん

、一時
い ち じ

保護
ほ ご

等
とう

を行う
おこな  

場合
ば あ い

に、児童
じ ど う

相談
そうだん

所長
しょちょう

から警察
けいさつ

署長
しょちょう

に援助
えんじょ

の求め
も と  

があったときであって、児童
じ ど う

の安全
あんぜん

又
また

は身体
しんたい

の安全
あんぜん

を確認
かくにん

し、又
また

は確保
か く ほ

するため必要
ひつよう

と認
みと

めるときは、警察官
けいさつかん

職務
しょくむ

執行法
しっこうほう

その他
  た

の法令
ほうれい

の定める
さだ   

ところによる措置
そ ち

を講
こう

じることとしている。 

 

第 17 条
だ い  じ ょ う

  個人
こ じ ん

をそのままの状態
じょうたい

で保護
ほ ご

すること 

119.障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

において、全て
す べ  

の国民
こくみん

が障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、等しく
ひ と   

基本的
きほんてき

人権
じんけん

を享有
きょうゆう

するかけがえのない個人
こ じ ん

として尊重
そんちょう

されること、全て
す べ  

の

障害者
しょうがいしゃ

が基本的
きほんてき

人権
じんけん

を享有
きょうゆう

する個人
こ じ ん

としてその尊厳
そんげん

が重
おも

んぜられ、その尊厳
そんげん

にふさわしい生活
せいかつ

を保障
ほしょう

される権利
け ん り

を有する
ゆう   

ことを前提
ぜんてい

として、社会
しゃかい

を構成
こうせい

す

る一員
いちいん

として社会
しゃかい

、経済
けいざい

、文化
ぶ ん か

その他
  た

あらゆる分野
ぶ ん や

の活動
かつどう

に参加
さ ん か

する機会
き か い

が確保
か く ほ

されることが規定
き て い

されている（障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

1 条
じょう

、第
だい

3条
じょう

）。 

 

第 18 条
だ い  じ ょ う

  移動
い ど う

の自由
じ ゆ う

及び
お よ  

国籍
こく せ き

についての権利
け ん り

 

120.出 生
しゅっしょう

による国籍
こくせき

取得
しゅとく

については国籍法
こくせきほう

第
だい

2 条
じょう

、国籍
こくせき

喪失
そうしつ

については同法
どうほう

第
だい

11条
じょう

、国籍
こくせき

離脱
り だ つ

については同法
どうほう

第
だい

13条
じょう

において定められて
さ だ      

おり、障害
しょうがい

の有無
う む

で差異
さ い

を設
もう

けていない。また、我が国
わ  く に

の国籍法上
こくせきほうじょう

、障害者
しょうがいしゃ

であることを理由
り ゆ う

に、

国籍
こくせき

を剥奪
はくだつ

するとの法制
ほうせい

はとっていない。 

121.基本的
きほんてき

に我が国
わ  く に

における国籍
こくせき

証明書
しょうめいしょ

は戸籍
こ せ き

謄本
とうほん

又
また

は旅券
りょけん

であるが、戸籍
こ せ き

謄本
とうほん
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については、戸籍法
こせきほう

第
だい

10条
じょう

によって取得
しゅとく

可能
か の う

であり、戸籍
こ せ き

謄本
とうほん

の取得
しゅとく

の可否
か ひ

に

ついて障害
しょうがい

の有無
う む

で差異
さ い

を設
もう

けていない。さらに、戸籍法
こせきほう

及び
お よ  

国籍法上
こくせきほうじょう

、

出 生
しゅっしょう

登録
とうろく

、氏名
し め い

を有する
ゆう   

こと、出生
しゅっせい

時
じ

の国籍
こくせき

取得
しゅとく

及び
お よ  

戸籍上
こせきじょう

の父母
ふ ぼ

を知
し

るこ

とに関する
か ん   

権利
け ん り

について、障害
しょうがい

の有無
う む

で差異
さ い

を設
もう

けていない。 

122.憲法
けんぽう

第
だい

22条
じょう

において、移転
い て ん

の自由
じ ゆ う

、外国
がいこく

に移住
いじゅう

する自由
じ ゆ う

が保障
ほしょう

されている。

出 入 国
しゅつにゅうこく

管理
か ん り

及び
お よ  

難民
なんみん

認定法
にんていほう

（以下
い か

「入管法
にゅうかんほう

」という。）においては、障害
しょうがい

を

理由
り ゆ う

として出 入 国
しゅつにゅうこく

手続
てつづき

を利用
り よ う

すること自体
じ た い

を阻害
そ が い

する規定
き て い

はない。また、

入管法
にゅうかんほう

第
だい

25 条
じょう

は外国人
がいこくじん

の出国
しゅっこく

の事実
じ じ つ

を確認
かくにん

する手続
てつづき

を、同法
どうほう

第 61条
だい じょう

は

日本人
にほんじん

の帰国
き こ く

の事実
じ じ つ

を確認
かくにん

する手続
てつづき

をそれぞれ規定
き て い

しているが、これらの手続
てつづき

は、障害者
しょうがいしゃ

を含め
ふ く  

、外国人
がいこくじん

又
また

は日本人
にほんじん

が自国
じ こ く

に戻る
も ど  

こと自体
じ た い

を法律上
ほうりつじょう

禁止
き ん し

又
また

は

制限
せいげん

するものではない。 

 

第 19 条
だ い  じ ょ う

  自立
じ り つ

した生活
せいかつ

及び
お よ  

地域
ち い き

社会
しゃかい

への包容
ほ うよう

 

123.障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

において、全て
す べ  

障害者
しょうがいしゃ

は、社会
しゃかい

を構成
こうせい

する一員
いちいん

として社会
しゃかい

、

経済
けいざい

、文化
ぶ ん か

その他
た

あらゆる分野
ぶ ん や

の活動
かつどう

に参加
さ ん か

する機会
き か い

が確保
か く ほ

されることととも

に、障害者
しょうがいしゃ

が、可能
か の う

な限
かぎ

り、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

が確保
か く ほ

され、地域
ち い き

社会
しゃかい

において他
た

の人々
ひとびと

と共生
きょうせい

することを妨
さまた

げられないことが基本
き ほ ん

原則
げんそく

とされている（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

）。また、国
くに

及び
お よ  

地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

が、
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障害者
しょうがいしゃ

が生活
せいかつ

支援
し え ん

その他
  た

自立
じ り つ

のための適切
てきせつ

な支援
し え ん

を受
う

けられるよう必要
ひつよう

な

施策
し さ く

を講じる
こう    

ことを義務付けて
ぎ む づ   

いる（同法
どうほう

第
だい

14条
じょう

第
だい

3項
こう

）。 

124.障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

に基づく
もと   

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスとして、障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち い き

で安心
あんしん

して暮
く

らすことができるよう、単身
たんしん

等
など

での生活
せいかつ

が困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

が共同
きょうどう

して

自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を営む
いとな  

住居
じゅうきょ

（グループホーム）において、相談
そうだん

や家事
か じ

等
とう

の支援
し え ん

、

必要
ひつよう

に応じて
おう   

食事
しょくじ

や入浴
にゅうよく

等
など

の介護
か い ご

といった日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の援助
えんじょ

を行
おこな

う「共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

」を実施
じ っ し

している。 

 また、障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち い き

で暮らして
く    

いくためには、在宅
ざいたく

で必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受けられる
う     

ことが前提
ぜんてい

となるため、利用者
りようしゃ

の実態
じったい

やサービスの提供
ていきょう

形態
けいたい

に応じ
お う  

、居宅
きょたく

にお

いて入浴
にゅうよく

、排
はい

せつ又
また

は食事
しょくじ

の介護
か い ご

などを提供
ていきょう

する「居宅
きょたく

介護
か い ご

」のほか、「重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
か い ご

」、「同行
どうこう

援護
え ん ご

」、「行動
こうどう

援護
え ん ご

」及び
お よ  

「重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

包括
ほうかつ

支援
し え ん

」を実施
じ っ し

し

ている。 

125.これらに加え
く わ  

、自宅
じ た く

で障害者
しょうがいしゃ

の介護
か い ご

を行う
おこな  

者
もの

が病気
びょうき

等
とう

の理由
り ゆ う

により施設
し せ つ

へ

の入所
にゅうしょ

が必要
ひつよう

な場合
ば あ い

に、短期間
たんきかん

、夜間
や か ん

も含めて
ふく   

施設
し せ つ

において入浴
にゅうよく

等
とう

の介護
か い ご

を

提供
ていきょう

する「短期
た ん き

入所
にゅうしょ

」も行
おこな

っている。 

126.また、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

や難病
なんびょう

患者
かんじゃ

等
ら

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

の向上
こうじょう

を図る
は か  

ため

に、身体
しんたい

機能
き の う

を補完
ほ か ん

又
また

は代替
だいたい

するものとして、補
ほ

装具
そ う ぐ

（義肢
ぎ し

、装具
そ う ぐ

、車椅子
くるまいす

、盲人
もうじん

安全
あんぜん

つえ、補聴器
ほちょうき

等
とう

）の購入
こうにゅう

又
また

は修理
しゅうり

に要した
よう   

費用
ひ よ う

の一部
い ち ぶ

について公費
こ う ひ

を支給
しきゅう
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する「補
ほ

装具費
そ う ぐ ひ

支給
しきゅう

制度
せ い ど

」を実施
じ っ し

しているほか、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

第
だい

77 条
じょう

に

基づく
もと   

市町村
しちょうそん

の地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

として、日常
にちじょう

生活
せいかつ

を 営
いとな

むのに支障
ししょう

のある

障害者
しょうがいしゃ

等
ら

に対して
たい   

、日常
にちじょう

生活
せいかつ

の便宜
べ ん ぎ

を図る
は か  

ため、特殊
とくしゅ

寝台
しんだい

、特殊
とくしゅ

マット、入浴
にゅうよく

補助
ほ じ ょ

用具
よ う ぐ

等
とう

を給付
きゅうふ

又
また

は貸与
た い よ

する「日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

給付
きゅうふ

等
とう

事業
じぎょう

」を、地域
ち い き

の実情
じつじょう

や

障害者
しょうがいしゃ

等
ら

のニーズに応じた
おう   

柔軟
じゅうなん

な形式
けいしき

で実施
じ っ し

している。 

127.身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

及び
お よ  

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

について、それぞれ身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

制度
せ い ど

、療育
りょういく

手帳
てちょう

制度
せ い ど

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

制度
せ い ど

が設けられて
もう       

おり、

手帳
てちょう

所持者
しょじしゃ

に対して
たい   

各種
かくしゅ

の支援
し え ん

策
さく

が講
こう

じられている。 

128.長期
ちょうき

にわたって入院
にゅういん

している精神
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

に関して
か ん   

、検討会
けんとうかい

にお

いて、地域
ち い き

の受
う

け皿づくり
ざ ら     

の在り方
あ  かた

等
とう

についての具体的
ぐたいてき

な方策
ほうさく

等
とう

が議論
ぎ ろ ん

され、

地域
ち い き

移行
い こ う

の一層
いっそう

の推進
すいしん

に向けた
む   

方向性
ほうこうせい

として、退院
たいいん

に向けた
む   

支援
し え ん

、居住
きょじゅう

の場
ば

の

確保
か く ほ

等
とう

の地域
ち い き

生活
せいかつ

の支援
し え ん

などを徹底
てってい

して実施
じ っ し

するとともに、地域
ち い き

へ移行
い こ う

した

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

が退院後
たいいんご

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を維持
い じ

・継続
けいぞく

するための医療
いりょう

の 充実
じゅうじつ

が

図られる
は か     

よう、病院
びょういん

の構造
こうぞう

改革
かいかく

が必要
ひつよう

とされた。今後
こ ん ご

、この方
ほう

向性
こうせい

を踏まえ
ふ   

、

必要
ひつよう

な施策
し さ く

の具体化
ぐ た い か

に向けて
む   

取り組
と  く

むこととしている。 

129.難病
なんびょう

の患者
かんじゃ

がその社会
しゃかい

参加
さ ん か

の機会
き か い

が確保
か く ほ

され、地域
ち い き

社会
しゃかい

において尊厳
そんげん

を保持
ほ じ

しつつ他
た

の人々
ひとびと

と共生
きょうせい

することを妨
さまた

げられないよう、難病
なんびょう

に関する
か ん   

施策
し さ く

を

総合的
そうごうてき

に行う
おこな 

ことを基本
き ほ ん

理念
り ね ん

とする「難病
なんびょう

の患者
かんじゃ

に対する
た い    

医療
い り ょ う

等
と う

に関
かん

する法律
ほ うり つ

」
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（以下
い か

「難病法
なんびょうほう

」という。）が 2015年
ねん

1月
がつ

から施行
し こ う

されている(第 25条
だい  じょう

「健康
けんこう

」

参照
さんしょう

。)。 

130.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

においては、2013年
ねん

4月
がつ

以降
い こ う

、「共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

」や

「居宅
きょたく

介護
か い ご

」といった障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス等
とう

を利用
り よ う

することのできる障害者
しょうがいしゃ

の

範囲
は ん い

に難病
なんびょう

患者
かんじゃ

等
とう

を加えて
くわ   

おり、難病
なんびょう

等
とう

の対象
たいしょう

疾病
しっぺい

について、2013年
ねん

4月
がつ

の

時点
じ て ん

で対象
たいしょう

とされていた 130疾病
しっぺい

から、2015年
ねん

7月
がつ

以降
い こ う

は 332疾病
しっぺい

に拡大
かくだい

してい

る。 

（意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

については、第
だい

21条
じょう

「表現
ひょうげん

及び
お よ  

意見
い け ん

の自由
じ ゆ う

並び
な ら  

に情報
じょうほう

の利用
り よ う

の

機会
き か い

」参照
さんしょう

） 

131.なお、本条
ほんじょう

に関して
か ん   

は、政策
せいさく

委員会
いいんかい

より、次
つぎ

のような指摘
し て き

がなされている。

（より詳しく
く わ   

は、付属
ふ ぞ く

文書
ぶんしょ

を参照
さんしょう

のこと） 

医療的
いりょうてき

ケアを必要
ひつよう

とする重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の地域
ち い き

移行
い こ う

の支援
し え ん

については、地域
ち い き

に

よってサービスの水準
すいじゅん

や運用
うんよう

に差異
さ い

があるなどして利用
り よ う

しづらかったり、

保護者
ほ ご し ゃ

に過重
かじゅう

な負担
ふ た ん

となったりしている。人間らしく
にんげん    

生きる
い  

ための 24時間
じ か ん

の

医療的
いりょうてき

ケア保障
ほしょう

、介護
か い ご

保障
ほしょう

が必要
ひつよう

である。 

また、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

の支援
し え ん

については、精神科
せいしんか

医療
いりょう

そのものの地域
ち い き

移行
い こ う

が必要
ひつよう

である。精神科
せいしんか

に入院
にゅういん

している人
ひと

の地域
ち い き

移行
い こ う

を考える
かんが   

のと同時
ど う じ

に、

地域
ち い き

にいる精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

を訪問
ほうもん

してサービスを提供
ていきょう

すること等
とう

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

が
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地域
ち い き

で生活
せいかつ

できるような資源
し げ ん

を開発
かいはつ

することが重要
じゅうよう

である。 

 

第 20 条
だ い  じ ょ う

  個人
こ じ ん

の移動
い ど う

を容易
よ う い

にすること 

132.障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

において、国
くに

及び
お よ  

地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

に対して
たい   

、障害者
しょうがいしゃ

が生活
せいかつ

支援
し え ん

その他
  た

自立
じ り つ

のための適切
てきせつ

な支援
し え ん

を受
う

けられるよう必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講じる
こう   

ことを

義務付け
ぎ む づ  

（障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

14条
じょう

第
だい

3項
こう

）、専門的
せんもんてき

知識
ち し き

又
また

は技能
ぎ の う

を有する
ゆう   

職員
しょくいん

を

育成
いくせい

することについて努力
どりょく

義務
ぎ む

を課し
か  

（同条
どうじょう

第
だい

4項
こう

）、障害者
しょうがいしゃ

が可能
か の う

な限り
か ぎ  

身近
み ぢ か

な場所
ば し ょ

で適切
てきせつ

な支援
し え ん

を受けられる
う    

よう施策
し さ く

を講
こう

ずること、人権
じんけん

を十分
じゅうぶん

に尊重
そんちょう

することを義務付け
ぎ む づ  

（同条
どうじょう

第 5項
だい こう

）、福祉
ふ く し

用具
よ う ぐ

及び
お よ  

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

補助
ほ じ ょ

犬
けん

の給付
きゅうふ

又
また

は貸与
た い よ

その他
  た

障害者
しょうがいしゃ

が日常
にちじょう

生活
せいかつ

を 営む
いとな  

のに必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講じる
こう   

ことを

義務付け
ぎ む づ  

（同条
どうじょう

第
だい

6項
こう

）、福祉
ふ く し

用具
よ う ぐ

の研究
けんきゅう

開発
かいはつ

、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

補助
ほ じ ょ

犬
けん

の育成
いくせい

等
とう

を

促進
そくしん

することを義務付けて
ぎ む づ   

いる（同条
どうじょう

第
だい

7項
こう

）。 

133.障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

に基づく
もと   

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスとして、視覚
し か く

障害
しょうがい

により移動
い ど う

に著 し い
いちじる    

困難
こんなん

を有
ゆう

する障害者
しょうがいしゃ

等
とう

に対し
た い  

、外出
がいしゅつ

時
じ

に同行
どうこう

し、移動
い ど う

に必要
ひつよう

な

情報
じょうほう

を提供
ていきょう

するとともに、移動
い ど う

の援護
え ん ご

等
とう

を提供
ていきょう

する「同行
どうこう

援護
え ん ご

」を実施
じ っ し

して

いる。2015年
ねん

2月
がつ

には 21，910人
にん

が当該
とうがい

サービスを利用
り よ う

しており、制度
せ い ど

創設
そうせつ

時
じ

（2011年
ねん

10月
がつ

）の利用者数
りようしゃすう

（8，299人
にん

）と比較
ひ か く

して約
やく

2.6倍
ばい

に伸びて
の   

いる。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

第
だい

77条
じょう

に基づく
もと   

市町村
しちょうそん

の地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

として、屋外
おくがい

で
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の移動
い ど う

が困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

等
とう

に対
たい

し、外出
がいしゅつ

のための支援
し え ん

を行う
おこな  

ことにより、地域
ち い き

における自立
じ り つ

した生活
せいかつ

及び
お よ  

社会
しゃかい

参加
さ ん か

を 促
うなが

すため、各市町村
かくしちょうそん

が、地域
ち い き

の特性
とくせい

や

利用者
りようしゃ

のニーズに応
おう

じて、ガイドヘルパーの派遣
は け ん

等
とう

のサービスを提供
ていきょう

する

「移動
い ど う

支援
し え ん

事業
じぎょう

」が実施
じ っ し

されている。2014年
ねん

3月
がつ

の利用者数
りようしゃすう

（個別
こ べ つ

支援型
しえんがた

）は

100，488人
にん

である。 

134.「身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

補助
ほ じ ょ

犬法
けんほう

」第
だい

3条
じょう

第
だい

１項
こう

において、補助
ほ じ ょ

犬
けん

訓練事
くんれんじ

業者
ぎょうしゃ

は、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

補助
ほ じ ょ

犬
けん

（盲導犬
もうどうけん

、補助
ほ じ ょ

犬
けん

及
およ

び 聴
ちょう

導
どう

犬
けん

）を使用
し よ う

しようとする各身体
かくしんたい

障害者
しょうがいしゃ

に必要
ひつよう

とされる補助
ほ じ ょ

を的確
てきかく

に把握
は あ く

し、その身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

の状 況
じょうきょう

に応
おう

じた訓練
くんれん

を

行う
おこな 

ことにより、良質
りょうしつ

な身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

補助
ほ じ ょ

犬
けん

を育成
いくせい

しなければならないとされ

ている。 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

第
だい

78 条
じょう

に基づく
もと   

都道府県
と ど う ふけ ん

の地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

として、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

補助
ほ じ ょ

犬
けん

を使用
し よ う

することにより社会
しゃかい

参加
さ ん か

が見込
み こ

まれる

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

のために、その育成
いくせい

に要する
よう   

費用
ひ よ う

を助成
じょせい

する「身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

補助
ほ じ ょ

犬
けん

育成
いくせい

事業
じぎょう

」が実施
じ っ し

されている。 

 

第 21 条
だ い  じ ょ う

  表現
ひょうげん

及び
お よ  

意見
い け ん

の自由
じ ゆ う

並び
な ら  

に情報
じょうほう

の利用
り よ う

の機会
き か い

 

135.障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

において、国
くに

及び
お よ  

地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

に対して
たい   

、障害者
しょうがいしゃ

が利用
り よ う

しや

すい電子
で ん し

計算機
けいさんき

及
およ

びその関連
かんれん

装置
そ う ち

その他
  た

情報
じょうほう

通信
つうしん

機器
き き

の普及
ふきゅう

、電気
で ん き

通信
つうしん

及び
お よ び

放送
ほうそう

の役務
え き む

の利用
り よ う

に関
かん

する障害者
しょうがいしゃ

の利便
り べ ん

の増進
ぞうしん

、障害者
しょうがいしゃ

に対して
たい   

情報
じょうほう

を
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提供
ていきょう

する施設
し せ つ

の整備
せ い び

等
とう

が図られる
は か     

よう必要
ひつよう

な施策
し さ く

を義務付
ぎ む づ

けている（障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

22条
じょう

第
だい

1項
こう

）。また、行政
ぎょうせい

の情報化
じょうほうか

及び
お よ  

公共
こうきょう

分野
ぶ ん や

における情報
じょうほう

通信
つうしん

技術
ぎじゅつ

の活用
かつよう

の推進
すいしん

に当
あ

たって、障害者
しょうがいしゃ

の利用
り よ う

の便宜
べ ん ぎ

が図られる
は か     

よう特
とく

に配慮
はいりょ

す

ることを義務付けて
ぎ む づ   

いる（同条
どうじょう

第
だい

2項
こう

）。 

136.公的
こうてき

な活動
かつどう

における手話
し ゅ わ

・点字
て ん じ

等
とう

の意思
い し

疎通
そ つ う

の手段
しゅだん

、形態
けいたい

及び
お よ  

様式
ようしき

の使用
し よ う

の

受入れ
うけい  

と容易化
よ う い か

に関
かん

しては、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

において、全て
す べ  

障害者
しょうがいしゃ

は、可能
か の う

な

限り
か ぎ  

、言語
げ ん ご

（手話
し ゅ わ

を含む
ふ く  

。）その他
  た

の意思
い し

疎通
そ つ う

のための手段
しゅだん

についての選択
せんたく

の機会
き か い

が確保
か く ほ

されるとともに、情報
じょうほう

の取得
しゅとく

又
また

は利用
り よ う

のための手段
しゅだん

についての選択
せんたく

の

機会
き か い

の拡大
かくだい

が図られる
は か     

こととされている（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

）。なお、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の中
なか

には、手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

条例
じょうれい

を制定
せいてい

し、積極的
せっきょくてき

に手話
し ゅ わ

の普及
ふきゅう

を図
はか

ってい

るところもある。 

137.一般公衆
いっぱんこうしゅう

に対して
たい   

サービスを提供
ていきょう

する民間
みんかん

の団体
だんたい

に対する
たい   

情報
じょうほう

及び
お よ  

サー

ビスを障害者
しょうがいしゃ

にとって利用
り よ う

可能
か の う

な様式
ようしき

で提供
ていきょう

するよう要請
ようせい

すること、及び
お よ  

マ

スメディアがサービスを障害者
しょうがいしゃ

にとって利用
り よ う

しやすいものとするように奨励
しょうれい

することに関
かん

しては、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

において、電気
で ん き

通信
つうしん

及び
お よ  

放送
ほうそう

その他
  た

の情報
じょうほう

の提供
ていきょう

に係る
か か  

役務
え き む

を行う
おこな  

事
じ

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

し、障害者
しょうがいしゃ

の利用
り よ う

の便宜
べ ん ぎ

を図る
は か  

努力
どりょく

義務
ぎ む

を課して
か   

いる（障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

22条
じょう

第
だい

3項
こう

）。 

138.第 2次
だ い  じ

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

（Ⅲ7．（2）a.）において、障害者
しょうがいしゃ

にとって使いやすい
つ か      
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ように配慮
はいりょ

した情報
じょうほう

通信
つうしん

機器
き き

設計
せっけい

の指針
し し ん

等
とう

を JIS（日本
にっぽん

工業
こうぎょう

規格
き か く

）化
か

するこ

ととしており、「日本
にっぽん

工業
こうぎょう

規格
き か く

（JIS X8341-3） 高齢者
こうれいしゃ

・障害者
しょうがいしゃ

等
とう

配慮
はいりょ

設計
せっけい

指針
し し ん

－情報
じょうほう

通信
つうしん

における機器
き き

、ソフトウエア及
およ

びサービス－第 3部
だ い  ぶ

：ウェブコンテ

ンツ」を 2004年
ねん

に制定
せいてい

した。また、2013年
ねん

6月
がつ

に高齢者
こうれいしゃ

や障害者
しょうがいしゃ

等
ら

に配慮
はいりょ

した

情報
じょうほう

通信
つうしん

機器
き き

のソフトウェアを設計
せっけい

するための手引
て び

きをＪＩＳ規格化
き か く か

した。 

139.障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

第
だい

77 条
じょう

及
およ

び第
だい

78 条に基づく
もと   

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

として、

市町村
しちょうそん

及び
お よ  

都道府県
と ど う ふけ ん

において、聴覚
ちょうかく

、言語
げ ん ご

機能
き の う

、音声
おんせい

機能
き の う

、視覚
し か く

その他
  た

の障害
しょうがい

により、意思
い し

疎通
そ つ う

を図る
は か  

ことに支障
ししょう

がある障害者
しょうがいしゃ

等
とう

のために、意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

を

行う
おこな 

者
もの

（手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

、要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

、盲
もう

ろう者向け
し ゃ む  

通訳
つうやく

・介助員
かいじょいん

等
とう

）の派遣
は け ん

や設置
せ っ ち

、

点訳
てんやく

、音声
おんせい

訳
やく

等
とう

による支援
し え ん

などを行う
おこな 

意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

や、点訳
てんやく

奉仕員
ほうしいん

、朗読
ろうどく

奉仕員
ほうしいん

、要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

、手話
し ゅ わ

奉仕員
ほうしいん

、手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

等
とう

を養成
ようせい

する事業
じぎょう

が実施
じ っ し

されて

いる。2013年
ねん

４月
 が つ

からは、手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

、要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

及び
お よ  

盲
もう

ろう者向け
し ゃ む  

通訳
つうやく

・介助員
かいじょいん

を養成
ようせい

する事業
じぎょう

を都道府県
と ど う ふけ ん

の必須
ひ っ す

事業
じぎょう

とするとともに、意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

を行う
おこな  

者
もの

の派遣
は け ん

を行う
おこな  

事業
じぎょう

について市町村
しちょうそん

が実施
じ っ し

できない場合
ば あ い

等
とう

には都道府県
と ど う ふけ ん

が実施
じ っ し

する仕組み
し く  

とするなど、意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

の強化
きょうか

を図
はか

っている。 

140.視聴覚
しちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

支援
し え ん

を目的
もくてき

として、点字
て ん じ

・録音
ろくおん

図書
と し ょ

、字幕
じ ま く

（手話
し ゅ わ

）

付き
つ  

映像
えいぞう

ライブラリー等
とう

の製作
せいさく

及び
お よ  

貸出
かしだし

を行い
おこな 

、手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

や要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

の

派遣
は け ん

、相談
そうだん

等
とう

を行
おこな

う視聴覚
しちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

情報
じょうほう

提供
ていきょう

施設
し せ つ

を整備
せ い び

している。 
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141.ネットワークを利用
り よ う

し、新聞
しんぶん

情報
じょうほう

等
とう

を即時
そ く じ

に全国
ぜんこく

の点字
て ん じ

図書館
としょかん

等
とう

で点字
て ん じ

デー

タにより受信
じゅしん

でき、かつ、視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

が自宅
じ た く

にいながらにしてウェブ上
じょう

で

情報
じょうほう

を得られる
え    

「点字
て ん じ

ニュース即時
そ く じ

提供
ていきょう

事業
じぎょう

」や視覚
し か く

障害
しょうがい

情報
じょうほう

総合
そうごう

ネット

ワーク「サピエ」による点字
て ん じ

・録音
ろくおん

図書
と し ょ

情報
じょうほう

等
とう

の提供
ていきょう

を行
おこな

っている。 

（字幕
じ ま く

放送
ほうそう

等
とう

の普及
ふきゅう

、通信
つうしん

・放送
ほうそう

役務
え き む

の提供
ていきょう

又
また

は研究
けんきゅう

開発
かいはつ

については、第
だい

9条
じょう

「施設
し せ つ

及び
お よ  

サービス等
とう

の利用
り よ う

の容易
よ う い

さ」参照
さんしょう

） 

142.なお、本条
ほんじょう

に関して
か ん   

は、政策
せ いさ く

委員会
い い ん か い

より、次
つぎ

のような指摘
し て き

がなされている。（より

詳しく
く わ  

は、付属
ふ ぞ く

文書
ぶ んし ょ

を参照
さんしょう

のこと） 

情報
じょうほう

提供
ていきょう

や意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

をさらに充実
じゅうじつ

することが求められる
も と     

。様々
さま ざま

なメディアや

場面
ば め ん

において、特
と く

に、緊急
きんきゅう

時
じ

の対応
たいおう

、個別性
こ べ つ せ い

の高
たか

いコミュニケーション方法
ほ うほ う

を用いる
も ち   

人
ひと

たちへの対応
たいおう

、省庁
しょうちょう

横断的
おうだんてき

な対応
たいおう

に課題
か だ い

がある。 

また、障害
しょうがい

の多様性
た よ う せ い

に対応
たいおう

したアクセシブルな教材
きょうざい

の提供
ていきょう

や行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

のバリア

フリー化
か

になお課題
か だ い

があることが指摘
し て き

された。 

 

第 22 条
だ い  じ ょ う

  プライバシーの尊重
そんちょう

 

143.刑法上
けいほうじょう

、住居
じゅうきょ

侵入
しんにゅう

罪
ざい

（刑法
けいほう

第
だい

130条
じょう

）、秘密
ひ み つ

漏示
ろ う し

罪
ざい

（同法
どうほう

第
だい

134条
じょう

第 1項
だい こう

）、

名誉
め い よ

毀損
き そ ん

罪
ざい

（同法
どうほう

第
だい

230条
じょう

）、侮辱
ぶじょく

罪
ざい

（同法
どうほう

第
だい

231条
じょう

）、信用
しんよう

毀損
き そ ん

罪
ざい

（同法
どうほう

第
だい

233

条
じょう

）等
とう

を処罰
しょばつ

する規定
き て い

があり、これらの罪
つみ

に該当
がいとう

する行為
こ う い

は、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

す
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るものも含め
ふ く  

、処罰
しょばつ

することが可能
か の う

である。検察
けんさつ

においては、刑罰
けいばつ

法令
ほうれい

に触れる
ふ   

事実
じ じ つ

が認
みと

められる場合
ば あ い

には、法
ほう

と証拠
しょうこ

に基づき
もと   

、適切
てきせつ

に対処
たいしょ

している。 

144.障害
しょうがい

の有無
う む

に関わらず
か か     

、ある者
もの

の違法
い ほ う

な行為
こ う い

によりプライバシー権
         けん

を侵害
しんがい

さ

れた者
もの

は、当該
とうがい

行為
こ う い

をした者
もの

に対
たい

して、不法
ふ ほ う

行為
こ う い

に基づく
もと   

損害
そんがい

賠償
ばいしょう

請求
せいきゅう

をす

ることができ（民法
みんぽう

第
だい

709条
じょう

、第
だい

710条
じょう

）、当該
とうがい

行為
こ う い

が名誉
め い よ

毀損
き そ ん

に当たる
あ   

場合
ば あ い

に

は、謝罪
しゃざい

広告
こうこく

等
とう

名誉
め い よ

を回復
かいふく

するのに適当
てきとう

な処分
しょぶん

を命
めい

ずるよう裁判所
さいばんしょ

に請求
せいきゅう

する

ことができる（同法
どうほう

第
だい

723条
じょう

）。また、その場合
ば あ い

には、民法
みんぽう

に明文
めいぶん

の規定
き て い

はない

が、プライバシー権
         けん

を侵害
しんがい

された者
もの

は、人格権
じんかくけん

に基
もと

づき、加害者
かがいしゃ

に対して
たい   

、現
げん

に

行われて
おこな    

いる侵害
しんがい

行為
こ う い

を排除
はいじょ

し、又
また

は将来
しょうらい

生
しょう

ずべき侵害
しんがい

を予防
よ ぼ う

するため、侵害
しんがい

行為
こ う い

の差止め
さしと  

を求める
もと   

ことができると解
かい

されている。 

145. 個人
こ じ ん

情報
じょうほう

保護法
ほ ご ほ う

は、障害者
しょうがいしゃ

も含
ふく

め、特定
とくてい

の個人
こ じ ん

を識別
しきべつ

できる情報
じょうほう

（個人
こ じ ん

情報
じょうほう

）について、目的外
もくてきがい

利用
り よ う

の制限
せいげん

（個人
こ じ ん

情報
じょうほう

保護法
ほ ご ほ う

第
だい

16条
じょう

）、第三者
だいさんしゃ

提供
ていきょう

の制限
せいげん

（同法
どうほう

第
だい

23条
じょう

）、安全
あんぜん

管理
か ん り

措置
そ ち

（同法
どうほう

第
だい

20条
じょう

）、本人
ほんにん

からの開示
か い じ

等
とう

の求め
も と  

への対応
たいおう

（同法
どうほう

第
だい

25 条
じょう

から第
だい

27 条
じょう

）などの義務
ぎ む

を課し
か し

、個人
こ じ ん

情報
じょうほう

の適正
てきせい

な

取扱い
とりあつか 

を図
はか

っている。また、本人
ほんにん

に対する
たい   

不当
ふ と う

な差別
さ べ つ

、偏見
へんけん

その他
  た

の不利益
ふ り え き

が

生じない
しょう     

ようにその取扱い
とりあつか  

に特
とく

に配慮
はいりょ

を要
よう

するもの（要配慮
ようはいりょ

個人
こ じ ん

情報
じょうほう

）につ

いて特別
とくべつ

の規律
き り つ

を設ける
もう    

等
とう

を内容
ないよう

とする改正法
かいせいほう

が 2015年
ねん

９月
  がつ

に成立
せいりつ

した。 

146.施設
し せ つ

基準
きじゅん

省令
しょうれい

第
だい

49 条
じょう

において、指定
し て い

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

等
とう

の従 業 者
じゅうぎょうしゃ

及び
お よ  
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管理者
かんりしゃ

は、正当
せいとう

な理由
り ゆ う

なく、その業務上
ぎょうむじょう

知
し

り得た
え  

利用者
りようしゃ

又
また

はその家族
か ぞ く

の秘密
ひ み つ

を

漏らして
も   

はならない旨
むね

定
さだ

めるとともに、過去
か こ

に従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

等
とう

であった者
もの

が秘密
ひ み つ

を

漏らさない
も    

よう必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こう

じなければならないこととしている。なお、指定
し て い

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

施設
し せ つ

等
とう

のほか、障害者総合支援法
しょうがいしゃそうごうしえんほう

に基づく
もと   

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス

事業所
じぎょうしょ

や児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

に基づく
もと   

指定
し て い

障害児
しょうがいじ

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

などにおいても同様
どうよう

の規定
き て い

を設
もう

けている。 

147.精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉法
ふくしほう

第
だい

53条
じょう

及び
お よ  

第
だい

53条
じょう

の 2 においては、精神科
せいしんか

病院
びょういん

の管理者
かんりしゃ

、

精神
せいしん

保健
ほ け ん

指定医
し て い い

など、その職務
しょくむ

の執行
しっこう

において精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する秘密
ひ み つ

を

知り得る
し  う  

職
しょく

にある者
もの

がその秘密
ひ み つ

を正当
せいとう

な理由
り ゆ う

なく漏らした
も    

ときの罰則
ばっそく

規定
き て い

を

設
もう

けている。 

 

第 23 条
だ い  じ ょ う

  家庭
か て い

及び
お よ  

家族
か ぞ く

の尊重
そんちょう

 

148.我が国
わ  く に

は、憲法
けんぽう

第
だい

24条
じょう

において婚姻
こんいん

の自由
じ ゆ う

を規定
き て い

している（なお、成年被
せ いね ん ひ

後見人
こうけんにん

が 婚姻
こんいん

及び
お よ  

協議
き ょうぎ

離婚
り こ ん

をす る の に 、 そ の 成年
せいねん

後見人
こうけんにん

の 同意
ど う い

を要
よ う

し な い （ 民法
みんぽう

第 738 条
だ い    じょう

、第
だい

764条
じょう

）。）。また、我が国
わ  く に

の民法
みんぽう

は、児童
じ ど う

の後見
こうけん

、監督
か んと く

、財産
ざいさん

管理
か ん り

及び
お よ  

養子
よ う し

縁組
えんぐみ

についての権利
け ん り

及び
お よ  

責任
せきにん

につき、障害
しょうがい

の有無
う む

による差異
さ い

を設
も う

けていない。 

149.親権者
し んけんしゃ

には、子
こ

の居所
き ょ し ょ

指定権
し て い け ん

が付与
ふ よ

されており（民法
みんぽう

第
だい

821条
じょう

）、子
こ

が父母
ふ ぼ

の意見
い け ん

に反して
は ん   

その父母
ふ ぼ

から分離
ぶ ん り

されないことが確保
か く ほ

されている。もっとも、父
ちち

又
また

は母
はは

によ



60 
 

る虐待
ぎゃくたい

等
と う

により子
こ

の利益
り え き

が著しく
いちじる  

害される
が い      

場合
ば あ い

には親権
しんけん

喪失
そ うし つ

の審判
しんぱん

により（同法
どうほ う

第
だい

834条
じょう

）、父
ちち

又
また

は母
はは

による親権
しんけん

の行使
こ う し

が困難
こんなん

であるなどして子
こ

の利益
り え き

が害される
が い     

場合
ば あ い

には親権
しんけん

停止
て い し

の審判
しんぱん

により（同法
どうほ う

第
だい

834条
じょう

の 2）、いずれも子
こ

の利益
り え き

を守る
ま も  

ため

に子
こ

がその父母
ふ ぼ

から分離
ぶ ん り

されることがある。これらの審判
しんぱん

により親権
しんけん

を 行
おこな

う者
もの

がな

いこととなった場合
ば あ い

には、子
こ

の利益
り え き

を保護
ほ ご

するために、未成年者
み せ いね んし ゃ

に対
たい

して後見
こうけん

が

開始
か い し

される（同法
どうほ う

第
だい

838条
じょう

）。 

150.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

23条
じょう

4 の規定
き て い

が、締約
て いやく

国
こ く

の出入国
しゅつにゅうこく

管理上
か んり じ ょう

の適正
てきせい

な処分
し ょぶ ん

の

妨げ
さ ま た 

になるものではないと理解
り か い

しているが、このような解釈
かいしゃく

が条約
じょうやく

の文言上
もんごんじょう

必ず
かなら  

し

も一義的
い ち ぎ て き

に明確
めいか く

ではないため、出入国管理及
しゅつにゅうこくかんりおよ

び難民
なんみん

認定法
にんていほう

に基
も と

づく退去
た いき ょ

強制
きょうせい

の

結果
け っ か

として児童
じ ど う

が父母
ふ ぼ

から分離
ぶ ん り

される場合
ば あ い

に適用
て き よう

されるものではないとの解釈
かいしゃく

宣言
せんげん

を行
おこな

っている。 

151.障害者
しょうがいしゃ

総合
そ うご う

支援法
し え ん ほ う

第
だい

77条
じょう

に基づく
も と    

市町村
し ちょうそ ん

の地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

として、地域
ち い き

の

障害者
しょうがいしゃ

等
と う

の福祉
ふ く し

に関する
か ん    

様々
さま ざま

な問題
もんだい

について、障害者
しょうがいしゃ

等
ら

、障害児
し ょうが いじ

の保護者
ほ ご し ゃ

又
また

は

障害者
しょうがいしゃ

等
ら

の介護
か い ご

を行う
おこな 

者
もの

からの相談
そうだ ん

に応
おう

じ、必要
ひつよう

な情報
じょうほう

の提供
ていきょう

や助言
じ ょげん

等
と う

を提供
ていきょう

す

るとともに、障害者
しょうがいしゃ

等
と う

に対する
た い    

虐待
ぎゃくたい

の防止
ぼ う し

及
およ

びその早期
そ う き

発見
はっけん

のための関係
かんけい

機関
き か ん

と

の連絡
れ んらく

調整
ちょうせい

等
と う

の必要
ひつよう

な援助
え んじ ょ

を行う
おこな 

事業
じ ぎ ょ う

が実施
じ っ し

されている。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

第 78 条
だ い  じ ょ う

に基づく
も と   

都道府県
と ど う ふ け ん

の地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

として、特
と く

に専門性
せんもんせい

の高
たか

い

相談
そうだ ん

支援
し え ん

に係る
かか  

事業
じ ぎ ょ う

が実施
じ っ し

されている。 
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152.児童
じ ど う

福祉法
ふ く し ほ う

については、2014年度
ね ん ど

に「児童
じ ど う

福祉法
ふ く し ほ う

の一部
い ち ぶ

を改正
かいせい

する法律
ほ うり つ

」が公布
こ う ふ

及び
お よ  

施行
し こ う

され、新
あら

たな小児
し ょ うに

慢性
まんせい

特定
と く て い

疾病
し っぺ い

医療費
い り ょ う ひ

助成
じ ょせ い

制度
せ い ど

が確立
か く り つ

したと同時
ど う じ

に、

小児
し ょ うに

慢性
まんせい

特定
と く て い

疾病
し っぺ い

児童
じ ど う

等
と う

の自立
じ り つ

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

について法定
ほうてい

されることとなった（児童
じ ど う

福祉法
ふ く し ほ う

第
だい

19条
じょう

の 2～第
だい

19条
じょう

の 22）。 

153.児童
じ ど う

福祉法
ふくしほう

第
だい

12条
じょう

により、児童
じ ど う

相談所
そうだんじょ

の設置
せ っ ち

が規定
き て い

されており、児童
じ ど う

相談所
そうだんじょ

における相談
そうだん

援助
えんじょ

活動
かつどう

は、常
つね

に児童
じ ど う

の最善
さいぜん

の利益
り え き

を考慮
こうりょ

し、援助
えんじょ

活動
かつどう

を展開
てんかい

し

ていくことを必要
ひつよう

としている。また、同法
どうほう

に基
もと

づき、相談
そうだん

、通告
つうこく

を受けた
う   

場合
ば あ い

は、

児童
じ ど う

やその家庭
か て い

の状 況
じょうきょう

等
とう

を勘案
かんあん

して適切
てきせつ

に対応
たいおう

している。保護者
ほ ご し ゃ

が、児童
じ ど う

を

虐待
ぎゃくたい

し、著しく
いちじる   

その監護
か ん ご

を怠り
おこた  

、その他
  た

保護者
ほ ご し ゃ

に監護
か ん ご

させることが著しく
いちじる   

当該
とうがい

児童
じ ど う

の福祉
ふ く し

を害
がい

する場合
ば あ い

については、児童
じ ど う

の最善
さいぜん

の利益
り え き

を考慮
こうりょ

し、都道府県
と ど う ふけ ん

は、施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

の措置
そ ち

等
とう

をしている。市町村
しちょうそん

は、児童
じ ど う

についてやむを得ない
   え   

事由
じ ゆ う

により、保育
ほ い く

を受ける
う   

ことが著しく
いちじる   

困難
こんなん

であると認
みと

めるときは、当該
とうがい

児童
じ ど う

に

対して
たい   

保育
ほ い く

を行う
おこな  

こととなっている。これらの措置
そ ち

等
など

は 障害
しょうがい

の有無
う む

に

関わらず
か か     

行
おこな

われる。 

 

第 24 条
だ い  じ ょ う

  教育
きょういく

 

154.憲法
けんぽう

第
だい

26条
じょう

は、すべての国民
こく み ん

に対して
た い    

、その能力
のうりょく

に応じて
お う    

等しく
ひ と   

教育
きょういく

を受ける
う   

権利
け ん り

を保障
ほ し ょ う

し ている 。また、国民
こく み ん

に対
たい

し て 、そ の保護
ほ ご

す る子女
し じ ょ

に普通
ふ つ う

教育
きょういく

を
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受けさせる
う    

義務
ぎ む

を課して
か   

おり、義務
ぎ む

教育
きょういく

は無償
む し ょう

と規定
き て い

されている。 

155.教育
きょういく

基本法
き ほ ん ほ う

第
だい

4条
じょう

第
だい

2項
こ う

において、障害
しょうがい

のある者
もの

が、その障害
しょうがい

の状態
じょうたい

に応じ
お う  

、

十分
じゅうぶん

な教育
きょういく

を受けられる
う    

よう、教育上
きょういくじょう

必要
ひつよう

な支援
し え ん

を講
こ う

じなければならないことが

規定
き て い

されている。また、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

は、国
く に

及び
お よ  

地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

に対して
た い   

、

障害者
しょうがいしゃ

が、その 年齢
ねんれい

、能力
のうりょく

に応じ
お う  

、かつ、その 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

受けられる
う    

ようにするため、可能
か の う

な限り
か ぎ  

障害者
しょうがいしゃ

である児童
じ ど う

生徒
せ い と

が障害者
しょうがいしゃ

でない児童
じ ど う

生徒
せ い と

と共
と も

に教育
きょういく

を受けられる
う    

よう配慮
は いり ょ

しつつ、教育
きょういく

の内容
な いよう

及び
お よ  

方法
ほ うほ う

の改善
かいぜん

及
およ

び充実
じゅうじつ

を図る
は か  

等
と う

必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講じる
こ う    

こと、また、国
く に

に対して
た い    

障害者
しょうがいしゃ

の教育
きょういく

に関
かん

する調査
ち ょ う さ

研究
けんきゅう

を推進
すいしん

すること等
と う

を義務付
ぎ む づ

けている。 

156.学校
が っこう

においては、学校
が っこう

教育法
きょういくほう

体系
たいけい

に基づき
も と    

、障害
しょうがい

のある幼児
よ う じ

児童
じ ど う

生徒
せ い と

の自立
じ り つ

や

社会
しゃかい

参加
さ ん か

に向けた
む   

主体的
しゅ たいてき

な取組
と り く み

を支援
し え ん

するという視点
し て ん

に立ち
た  

、一人一人
ひ と り ひ と り

の教育的
きょういくてき

ニーズを把握
は あ く

し、その持てる
も   

力
ちから

を高
たか

め、生活
せいかつ

や学習上
がくしゅうじょう

の困難
こんなん

を改善
かいぜん

又
また

は克服
こ く ふ く

する

ため、適切
てきせつ

な指導
し ど う

及び
お よ  

必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行う
おこな 

特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育
きょういく

が実施
じ っ し

されており、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

といった、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

」が整備
せ い び

されており、引き続き
ひ  つ づ  

これらの場
ば

の充実
じゅうじつ

に取り組んで
と  く   

いく。

2014年
ねん

5月
がつ

現在
げんざい

、小
しょう

・中
ちゅう

学校
が っこう

において通級
つうきゅう

による指導
し ど う

を受けて
う   

いる児童
じ ど う

生徒数
せ い と す う

は

83，750人
にん

（2009年
ねん

5月
がつ

：54,021人
にん

）、小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

の特別
と く べ つ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

に在籍
ざいせき

する児童
じ ど う

生徒数
せ い と す う

は 187，100人
にん

（2009年
ねん

5月
がつ

：135,166人
にん

）、特別
と く べ つ

支援
し え ん

学校
が っこう

（幼稚部
よ う ち ぶ

から高等部
こ う と う ぶ

ま
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で）に在籍
ざいせき

する幼児
よ う じ

児童
じ ど う

生徒数
せ い と す う

は 135，617人
にん

（2009年
ねん

5月
がつ

：117,035人
にん

）である。なお、

特別
と く べ つ

支援
し え ん

学校
が っこう

に在籍
ざいせき

する児童
じ ど う

生徒
せ い と

等
と う

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

16条
じょう

の「障害者
しょうがいしゃ

で

ある児童
じ ど う

及び
お よ  

生徒
せ い と

と障害者
しょうがいしゃ

でない児童
じ ど う

及び
お よ  

生徒
せ い と

との交流
こうりゅう

及び
お よ  

共同
きょうどう

学習
がくしゅう

を積極的
せっきょくてき

に

進める
す す    

ことによって、その相互
そ う ご

理解
り か い

を促進
そ く し ん

しなければならない。」との規定
き て い

等
と う

を

踏まえ
ふ   

、小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

等
と う

に在籍
ざいせき

する障害
しょうがい

のない児童
ど う

生徒
せ い と

との交流
こうりゅう

及び
お よ  

共同
きょうどう

学習
がくしゅう

が

行われて
お こ な      

いる。また、我が国
わ  く に

では、義務
ぎ む

教育
きょういく

段階
だんかい

において、病 弱
びょうじゃく

・発育
は ついく

不全
ふ ぜ ん

を理由
り ゆ う

として保護者
ほ ご し ゃ

の申し出
も う  で

により就学
しゅうがく

猶予
ゆ う よ

・免除
めんじ ょ

を受けて
う   

いる児童
じ ど う

生徒
せ い と

は、2014年度
ね ん ど

は

48人
にん

（0.0005％）である。 

157. 幼稚園
よ う ち え ん

、小学校
しょうがっこう

、中学校
ちゅうがっこう

、高等
こ う と う

学校
が っこう

においては、日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

、学習
がくしゅう

生活上
せいかつじょう

のサ

ポート等
と う

を行う
おこな 

特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育
きょういく

支援員
し え ん い ん

の配置
は い ち

等
と う

による支援
し え ん

が行われて
お こ な      

いる。特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育
きょういく

支援員
し え ん い ん

は年々
ねんねん

拡充
かくじゅう

されており、2014年度
ね ん ど

については、前年度
ぜ ん ね ん ど

から3，400人
にん

増
ぞう

の 49，700人分
にんぶん

の地方
ち ほ う

財政
ざいせい

措置
そ ち

を行
おこな

っている。また、日常的
にちじょうてき

に医療的
いり ょうて き

ケアが必要
ひつよう

な幼児
よ う じ

児童
じ ど う

生徒
せ い と

は公立
こうり つ

特別
と く べ つ

支援
し え ん

学校
が っこう

において 7,774人
にん

（2013年度
ね ん ど

：7,842人
にん

）、公立
こうり つ

小
しょう

・中
ちゅう

学校
が っこう

において 976人
にん

（2013年度
ね ん ど

：813人
にん

）である。なお、公立
こうり つ

小
しょう

・中
ちゅう

学校
が っこう

におい

て、日常的
にちじょうてき

に校舎内
こうし ゃ な い

において障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

生徒
せ い と

に付き添って
つ  そ   

いる保護者
ほ ご し ゃ

等
など

の

人数
にんずう

は 1,897人
にん

である。 

158.就学先
しゅうがくさき

決定
けってい

の在り方
あ  か た

については、2013年
ねん

8月
がつ

に学校
が っこう

教育法
きょういくほう

施行令
し こ う れ い

を改正
かいせい

し、就学
しゅうがく

基準
き じゅ ん

に該当
が いと う

する障害
しょうがい

のある子供
こ ど も

は特別
と く べ つ

支援
し え ん

学校
が っこう

に原則
げんそく

就学
しゅうがく

するという従来
じゅうらい

の
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就学先
しゅうがくさき

決定
けってい

の仕組み
し く  

を改め
あらた  

、障害
しょうがい

の状態
じょうたい

、本人
ほんにん

の教育的
きょういくてき

ニーズ、本人
ほんにん

・保護者
ほ ご し ゃ

の

意見
い け ん

、教育学
きょういくがく

、医学
い が く

、心
し ん

理学
り が く

等
と う

専門的
せんもんてき

見地
け ん ち

からの意見
い け ん

、学校
が っこう

や地域
ち い き

の状況
じょうきょう

等
と う

を

踏まえた
ふ    

総合的
そ うご うて き

な観点
かんてん

から就学先
しゅうがくさき

を決定
けってい

する仕組み
し く  

とするとともに、保護者
ほ ご し ゃ

及び
お よ  

専門家
せ ん も ん か

からの意見
い け ん

聴取
ちょうしゅ

の機会
き か い

を拡大
かくだ い

した。その際
さ い

、本人
ほんにん

、保護者
ほ ご し ゃ

の意向
い こ う

を可能
か の う

な

限り
か ぎ  

尊重
そんちょう

し、教育
きょういく

委員会
い い ん か い

が決定
けってい

することとした。2014年度
ね ん ど

の小学校
しょうがっこう

・特別
と く べ つ

支援
し え ん

学校
が っこう

就学
しゅうがく

予定者
よ て い し ゃ

（新
し ん

第
だい

１学年
がくねん

）として、市区
し く

町村
ちょうそん

教育
きょういく

支援
し え ん

委員会
い い ん か い

等
と う

の調査
ち ょ う さ

・審議
し ん ぎ

対象
たいしょう

と

なった人数
にんずう

は、42，352人
にん

（2013年度
ね ん ど

：39，208人
にん

）、うち、学校
が っこう

教育法
きょういくほう

施行令
し こ う れ い

第
だい

22条
じょう

の 3（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

することが可能
か の う

な障害
しょうがい

の程度
て い ど

）に該当
が いと う

する人数
にんずう

は 8，651

人
にん

（2013年度
ね ん ど

：8,453人
にん

）である。そのうち、公立
こうり つ

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

した人数
にんずう

は

6,341人
にん

（2013年度
ね ん ど

：6,190人
にん

）である。 

159.また、障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

生徒
せ い と

等
と う

の保護者
ほ ご し ゃ

等
と う

の経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

を軽減
けいげん

するために、特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育
きょういく

就学
しゅうがく

奨励費
し ょうれ いひ

の支給
し き ゅ う

等
と う

の支援
し え ん

が 行
おこな

われている。 

160. 小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

等
と う

の学習
がくしゅう

指導
し ど う

要領
ようりょう

において、障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

生徒
せ い と

については、個別
こ べ つ

の教育
きょういく

支援
し え ん

計画
けいかく

等
と う

を作成
さ く せ い

することなどにより、個々
こ こ

の児童
じ ど う

生徒
せ い と

の障害
しょうがい

の状態
じょうたい

等
と う

に

応じた
お う    

指導
し ど う

内容
な いよう

や指導
し ど う

方法
ほ うほ う

の工夫
く ふ う

を計画的
けいかくてき

に 行
おこな

うこと、障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

生徒
せ い と

と

障害
しょうがい

のない児童
じ ど う

生徒
せ い と

との交流
こうりゅう

及び
お よ  

共同
きょうどう

学習
がくしゅう

の機会
き か い

を設ける
も う    

ことのほか、誰
だれ

に対
たい

し

ても公正
こうせ い

、公平
こうへ い

にし、差別
さ べ つ

や偏見
へんけん

のない社会
しゃかい

の実現
じつげん

に努める
つ と    

こと、障害
しょうがい

のある人々
ひと びと

などとの触れ合
ふ  あ

いを充実
じゅうじつ

するよう工夫
く ふ う

すること等
と う

を指導
し ど う

することが規定
き て い

されている。
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なお、幼稚園
よ う ち え ん

、小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

、高等
こ う と う

学校
が っこう

における個別
こ べ つ

の教育
きょういく

支援
し え ん

計画
けいかく

の作成率
さ く せ いり つ

は

年々
ねんねん

向上
こうじょう

しており、2014年度
ね ん ど

の作成率
さ く せ いり つ

は 81.5％である。 

161.特別
と く べ つ

支援
し え ん

学校
が っこう

学習
がくしゅう

指導
し ど う

要領
ようりょう

においては、障害
しょうがい

種
し ゅ

ごとの配慮
は いり ょ

事項
じ こ う

が規定
き て い

されてい

る。視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

である児童
じ ど う

生徒
せ い と

を教育
きょういく

する特別
と く べ つ

支援
し え ん

学校
が っこう

の配慮
は いり ょ

事項
じ こ う

として、小 中
しょうちゅう

学部
が く ぶ

においては「児童
じ ど う

の視覚
し か く

障害
しょうがい

の状態
じょうたい

等
と う

に応じて
お う    

、点字
て ん じ

又
また

は普通
ふ つ う

の文字
も じ

の

読み書き
よ  か  

を系統的
けいとうてき

に指導
し ど う

し、習熟
しゅうじゅく

させること。なお、点字
て ん じ

を常用
じょうよう

して学習
がくしゅう

する児童
じ ど う

に

対して
た い    

も、漢字
か ん じ

・漢語
か ん ご

の理解
り か い

を 促
うなが

すため、児童
じ ど う

の発達
はったつ

の段階
だんかい

等
と う

に応じて
お う    

適切
てきせつ

な指導
し ど う

が行われる
おこな      

ようにすること」等
と う

が規定
き て い

されており、これらを踏まえた
ふ   

指導
し ど う

が行われて
お こ な      

いる。また、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

である児童
じ ど う

生徒
せ い と

を教育
きょういく

する特別
と く べ つ

支援
し え ん

学校
が っこう

の配慮
は いり ょ

事項
じ こ う

として、

例えば
た と     

小 中
しょうちゅう

学部
が く ぶ

においては「児童
じ ど う

の聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

の状態
じょうたい

等
と う

に応じ
お う じ

、音声
おんせい

、文字
も じ

、手話
し ゅ わ

等
と う

のコミュニケーション手段
しゅだ ん

を適切
てきせつ

に活用
かつよう

して、意思
い し

の相互
そ う ご

伝達
でんたつ

が活発
かっぱつ

に行われる
おこな       

ように指導
し ど う

方法
ほ うほ う

を工夫
く ふ う

すること」等
と う

が規定
き て い

されており、手話
し ゅ わ

をはじめとする多様
た よ う

なコミ

ュニケーション手段
しゅだ ん

を選択
せ んたく

・活用
かつよう

した指導
し ど う

が 行
おこな

われている。また、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

特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育
きょういく

総合
そ うご う

研究所
けんきゅうじょ

における都道府県
と ど う ふ け ん

の指導者
し ど う し ゃ

を対象
たいしょう

とした研修
けんしゅう

の中
なか

で、手話
し ゅ わ

又
また

は点字
て ん じ

に関する
か ん   

内容
な いよう

を扱って
あ つ か   

いる。なお、小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

の通級
つうきゅう

による指導
し ど う

や特別
と く べ つ

支援
し え ん

学級
がっきゅう

で特別
と く べ つ

の教育
きょういく

課程
か て い

を編成
へんせい

する場合
ば あ い

は、特別
と く べ つ

支援
し え ん

学校
が っこう

の学習
がくしゅう

指導
し ど う

要領
ようりょう

を参考
さ んこう

とし、実情
じつじょう

に合った
あ   

教育
きょういく

課程
か て い

を柔軟
じゅうなん

に編成
へんせい

することとしている。 

162.「障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

及び
お よ  

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

に関する
か ん    
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法律
ほ うり つ

」においては、障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

生徒
せ い と

のための文字
も じ

や図形
ず け い

等
と う

を拡大
かくだ い

した教科書
き ょうか し ょ

や点字
て ん じ

教科書
き ょうか し ょ

の発行
は っこう

の促進
そ く し ん

を図
はか

るとともに、その使用
し よ う

の支援
し え ん

について必要
ひつよう

な措置
そ ち

を講
こ う

ずること等
と う

により、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

を図
はか

ることとされている。

2014年度
ね ん ど

に小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

等
など

の義務
ぎ む

教育
きょういく

諸学校
し ょが っ こう

で使用
し よ う

される教科書
き ょうか し ょ

に対応
たいおう

した拡大
かくだ い

教科書
き ょうか し ょ

は全点
ぜんてん

発行
は っこう

された。高等
こ う と う

学校
が っこう

段階
だんかい

については、視覚
し か く

障害
しょうがい

特別
と く べ つ

支援
し え ん

学校
が っこう

高等部
こ う と う ぶ

で使用
し よ う

されている主
し ゅ

たる教科
き ょうか

に関する
か ん   

拡大
かくだ い

教科書
き ょうか し ょ

は全点
ぜんてん

発行
は っこう

されたが、

高等
こ う と う

学校
が っこう

で使用
し よ う

される教科書
き ょうか し ょ

については、教科書
き ょうか し ょ

の種類
し ゅるい

が非常
ひ じ ょう

に多く
お お 

、十分
じゅうぶん

に

普及
ふ きゅ う

していないため、普及
ふ きゅ う

促進
そ く し ん

を図る
は か  

ための調査
ち ょ う さ

研究
けんきゅう

を行って
お こ な   

いる。 

163.教育
きょういく

職員
しょくいん

免許法
めんきょほう

等
と う

にお いて、幼稚園
よ う ち え ん

、 小
しょう

・中学校
ちゅうがっこう

、高等
こ う と う

学校
が っこう

の 教諭
き ょうゆ

の 普通
ふ つ う

免許状
めんきょじょう

を取得
し ゅ と く

するためには、特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育
きょういく

に関する
か ん    

事項
じ こ う

を含んだ
ふ く     

科目
か も く

の単位
た ん い

を

修得
しゅうとく

しなければならない。また、特別
と く べ つ

支援
し え ん

学校
が っこう

の教員
きょういん

は、原則
げんそく

として特別
と く べ つ

支援
し え ん

学校
が っこう

の教員
きょういん

の免許状
めんきょじょう

を有して
ゆ う    

いることが必要
ひつよう

である。 

164.教育
きょういく

基本法
き ほ ん ほ う

の趣旨
し ゅ し

も踏まえ
ふ   

、政府
せ い ふ

の障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

において、障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

生徒
せ い と

の後期
こ う き

中等
ちゅうとう

教育
きょういく

への就学
しゅうがく

を促進
そ く し ん

するための配慮
は いり ょ

及び
お よ  

福祉
ふ く し

、労働
ろ うど う

等
と う

との連携
れんけい

の

下
も と

での、就労
しゅうろう

支援
し え ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ることとしている。また、高等
こ う と う

教育
きょういく

における支援
し え ん

の推進
すいしん

として、障害
しょうがい

のある学生
がくせい

への個々
こ こ

の障害
しょうがい

特性
と く せ い

に応じ
お う  

た情報
じょうほう

保障
ほ し ょ う

やコミュニケーショ

ン上
じょう

の配慮
は いり ょ

、施設
し せ つ

のバリアフリー化
か

、入試
にゅ うし

等
と う

における適切
てきせつ

な配慮
は いり ょ

、大学
だ いがく

等
と う

における

情報
じょうほう

公開
こうか い

を推進
すいしん

することとしている。 
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165.教育
きょういく

基本法
き ほ ん ほ う

第
だい

3条
じょう

において、障害者
しょうがいしゃ

を含む
ふ く  

国民
こく み ん

一人一人
ひ と り ひ と り

の共通
きょうつう

理解
り か い

の下
も と

、国
く に

及び
お よ  

地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

をはじめ、学校
が っこう

、家庭
か て い

、さらに各種
か く し ゅ

団体
だんたい

や企業
き ぎ ょう

等
と う

も含め
ふ く  

地域
ち い き

を

通じた
つ う    

社会
しゃかい

全体
ぜんたい

で、生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

社会
しゃかい

の実現
じつげん

が図
はか

られるべきという「生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

の理念
り ね ん

」

を規定
き て い

している。また、同法
どうほ う

第
だい

4条
じょう

に教育
きょういく

の機会
き か い

均等
き んと う

を規定
き て い

し、その第 2 項
だ い  こ う

として、

障害
しょうがい

のある者
もの

が、その障害
しょうがい

の状態
じょうたい

に応
おう

じ、十分
じゅうぶん

な教育
きょういく

を受けられる
う     

よう、教育上
きょういくじょう

必要
ひつよう

な支援
し え ん

を講じる
こ う    

義務
ぎ む

を国
く に

及び
およ  

地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

に課
か

している。さらに、同法
どうほ う

第 12 条
だ い  じ ょ う

に社会
しゃかい

教育
きょういく

を規定
き て い

し、個人
こ じ ん

の要望
ようぼ う

や社会
しゃかい

の要請
ようせ い

にこたえ、社会
しゃかい

において行われる
お こな      

教育
きょういく

は、国
く に

及び
およ  

地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

によって奨励
しょうれい

されなければならないとしている。 

166.職業
しょくぎょう

能力
のうりょく

開発
かいはつ

促進法
そ く し んほ う

第
だい

15条
じょう

の 6、第
だい

16条
じょう

において、障害者
しょうがいしゃ

職業
しょくぎょう

能力
のうりょく

開発校
かいはつこう

（全国
ぜ んこく

に 19校
こ う

）の設置
せ っ ち

等
と う

を定
さ だ

めている。また、同法
どうほ う

第
だい

3条
じょう

の 2第 4 項
だ い  こ う

では、身体
しんたい

又
また

は

精神
せいしん

に障害
しょうがい

がある者
もの

等
と う

に対する
た い    

職業
しょくぎょう

訓練
くんれ ん

は、特
と く

にこれらの者
もの

の身体的
しんたいてき

又
また

は精神的
せいしんてき

な事情
じ じ ょ う

等
と う

に配慮
は いり ょ

して行わなければ
お こ な          

ならないと規定
き て い

されており、他
た

の職業
しょくぎょう

訓練
くんれ ん

施設
し せ つ

に

おいても障害者
しょうがいしゃ

に対する
た い    

配慮
は いり ょ

がなされている。なお、一般
いっぱん

の公共
こうきょう

職業
しょくぎょう

能力
のうりょく

開発校
かいはつこう

における障害者
しょうがいしゃ

の受講
じ ゅ こ う

状況
じょうきょう

は、2012年度
ね ん ど

は 608人
にん

、2013年度
ね ん ど

は 663人
にん

となってい

る。 

167.なお、本条
ほんじょう

に関して
か ん   

は、政策
せ いさ く

委員会
い い ん か い

より、インクルーシブ教育
きょういく

を推進
すいしん

していくために、

我
わ

が国
く に

が目指す
め ざ す

べき到達点
と うたつて ん

に関する
か ん   

議論
ぎ ろ ん

、また、進捗
しんちょく

状況
じょうきょう

を監視
か ん し

するための指標
し ひ ょう

の開発
かいはつ

とデータ収 集
しゅうしゅう

が必要
ひつよう

であるとの指摘
し て き

があった。また、具体的
ぐ た い て き

な課題
か だ い

として、
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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

の実効性
じ っこうせ い

の担保
た ん ぽ

、合理的
ご う り て き

配慮
は いり ょ

の充実
じゅうじつ

、

本人
ほんにん

及び
お よ  

保護者
ほ ご し ゃ

の意思
い し

の尊重
そんちょう

、特別
と く べ つ

支援
し え ん

教育
きょういく

支援員
し え ん い ん

の配置
は い ち

や教育的
きょういくてき

ニーズに

応じた
お う   

教材
きょうざい

の提供
ていきょう

といった環境
かんきょう

の整備
せ い び

などについて問題
もんだい

提起
て い き

があった。（より詳しく
く わ   

は、付属
ふ ぞ く

文書
ぶ んし ょ

を参照
さんしょう

のこと） 

 

第 25 条
だ い  じ ょ う

  健康
けんこう

 

168.障害者
しょうがいしゃ

総合
そ うご う

支援法
し え ん ほ う

では、障害者
しょうがいしゃ

等
と う

の障害
しょうがい

の軽減
けいげん

を図り
はか  

、自立
じ り つ

した日常
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

を営む
いとな  

ために必要
ひつよう

な医療
い り ょ う

として、身体
しんたい

障害
しょうがい

を軽減
けいげん

又
また

は除去
じ ょ き ょ

するため

の治療
ち り ょ う

（更生
こうせ い

医療
い り ょ う

及び
およ  

育成
いく せい

医療
い り ょ う

）及び
およ  

精神
せいしん

疾患
しっかん

に対する
た い   

継続的
けいぞくてき

な治療
ち り ょ う

（精神
せいしん

通院
つういん

医療
い り ょ う

）を自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
い り ょ う

と位置付け
い ち づ  

、その医療費
い り ょ う ひ

の一部
い ち ぶ

又
また

は全部
ぜ ん ぶ

を公費
こ う ひ

で

負担
ふ た ん

することとし、障害者
しょうがいしゃ

のための医療
い り ょ う

・リハビリテーション医療
い り ょ う

の充実
じゅうじつ

を図って
は か   

いる。 

169.精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

に対する
た い   

保健
ほ け ん

・医療
い り ょ う

・福祉
ふ く し

に携わる
た ず さ   

全て
す べ  

の関係者
かんけいしゃ

が目指す
め ざ  

べき方向性
ほ うこうせ い

として、2014年
ねん

3月
がつ

に、「良質
りょうしつ

かつ適切
てきせつ

な精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

に対する
た い   

医療
い り ょ う

の提供
ていきょう

を確保
か く ほ

す

るための指針
し し ん

」（2014年
ねん

厚生
こうせ い

労働省
ろうどうしょう

告示
こ く じ

第 65 号
だ い   ご う

）を策定
さ く て い

し、同指針
ど う し し ん

では、入院
にゅういん

医療
い り ょ う

中心
ちゅうしん

の精神
せいしん

医療
い り ょ う

から地域
ち い き

生活
せいかつ

を支える
さ さ   

ための精神
せいしん

医療
い り ょ う

への改革
かいかく

の実現
じつげん

に向け
む  

、

地域
ち い き

で生活
せいかつ

するために必要
ひつよう

な保健
ほ け ん

医療
い り ょ う

サービス及び
お よ  

福祉
ふ く し

サービスを提供
ていきょう

できる

体制
たいせい

を確保
か く ほ

することとしている。 

170.適切
てきせつ

な医療
い り ょ う

を提供
ていきょう

するための施策
し さ く

としては、リスクの高
たか

い妊産婦
に ん さ ん ぷ

や新生児
し ん せ い じ

に高度
こ う ど
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な医療
い り ょ う

を提供
ていきょう

する周産期
し ゅ うさ んき

医療
い り ょ う

や外傷
がいしょう

等
と う

に対する
た い   

適切
てきせつ

な治療
ち り ょ う

を行う
おこな 

ための救 急
きゅうきゅう

医療
い り ょ う

等
など

の医療
い り ょ う

提供
ていきょう

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

を図った
は か   

。また、疾病
し っぺ い

等
と う

の病因
びょういん

・病態
びょうたい

の解明
かいめい

、予防
よ ぼ う

、

治療
ち り ょ う

等
と う

に関する
か ん   

研究
けんきゅう

開発
かいはつ

を推進
すいしん

するとともに、再生
さいせい

医療
い り ょ う

等
と う

の新た
あ ら  

な医療
い り ょ う

分野
ぶ ん や

につ

いて、研究
けんきゅう

開発
かいはつ

の推進
すいしん

及び
お よ  

実用化
じ つ よ う か

の加速
か そ く

に取り組んで
と  く   

いる。更に
さ ら  

保健
ほ け ん

人材
じんざい

の育成
いく せい

に関して
か ん   

は、医師
い し

、歯科
し か

医師
い し

、看護
か ん ご

職員
しょくいん

、理学
り が く

療法士
り ょ うほ うし

、作業
さ ぎ ょ う

療法士
り ょ うほ うし

、言語
げ ん ご

聴覚士
ち ょ うか く し

等
など

の医療
い り ょ う

従事者
じ ゅ うじ し ゃ

につき、資質
し し つ

の向上
こうじょう

等
と う

に努めた
つ と   

。 

171.難病
なんびょう

に関する
か ん   

施策
し さ く

の推進
すいしん

として、難病
なんびょう

法案
ほうあん

を 2014年
ねん

2月
がつ

に国会
こっかい

へ提出
ていしゅつ

した。

難病法
なんびょうほう

は同年
どうねん

5月
がつ

に成立
せいりつ

し、2015年
ねん

1月
がつ

から施行
し こ う

された。その具体的
ぐ た い て き

な内容
な いよう

は、（1）

施策
し さ く

の総合的
そ うご うて き

な推進
すいしん

のための基本
き ほ ん

方針
ほ うし ん

の策定
さ く て い

 （2）公平
こうへ い

かつ安定的
あんていてき

な医療費
い り ょ う ひ

助成
じ ょせ い

の制度
せ い ど

の確立
か く り つ

 （3）調査
ち ょ う さ

研究
けんきゅう

の推進
すいしん

等
と う

であり、その対象
たいしょう

として難病
なんびょう

に起因
き い ん

する障害
しょうがい

を持つ
も  

患者
かんじゃ

も含んで
ふ く   

いる。2015年
ねん

7月
がつ

までに、医療費
い り ょ う ひ

助成
じ ょせ い

の対象
たいしょう

疾病
し っぺ い

が 56疾病
し っぺ い

から

306疾病
し っぺ い

に拡大
かくだ い

した。なお、306疾病
し っぺ い

以外
い が い

の疾病
し っぺ い

であっても、研究
けんきゅう

の結果
け っ か

、医療費
い り ょ う ひ

助成
じ ょせ い

の対象
たいしょう

となる指定
し て い

難病
なんびょう

の要件
ようけん

に合致
が っ ち

することが明らか
あ き   

になった疾病
し っぺ い

は、指定
し て い

難病
なんびょう

への指定
し て い

を検討
けんと う

していく予定
よ て い

である。 

 

第 26 条
だ い  じ ょ う

  ハビリテーション（適応
て きおう

のための技術
ぎじ ゅつ

の習得
しゅうとく

）及び
お よ  

リハビリテーション 

172.障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

において、国
くに

及び
お よ  

地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

に対して
た い   

、リハビリテーショ

ンの提供
ていきょう

を行う
おこな 

よう必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講じる
こ う   

ことを義務付けて
ぎ む づ   

いる（障害者
しょうがいしゃ
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基本法
きほんほう

第 14条
だい  じょう

第 1項
だい こう

）。また、ハビリテーション及び
お よ  

リハビリテーションのサ

ービスに従事者
じゅうじしゃ

に対する
た い   

研修
けんしゅう

に関して
か ん   

は、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

において、国
くに

及び
お よ  

地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

に対して
た い   

、専門的
せんもんてき

技術
ぎじゅつ

職員
しょくいん

その他
  た

の専門的
せんもんてき

知識
ち し き

又
また

は技能
ぎ の う

を有する
ゆ う   

職員
しょくいん

を育成
いくせい

する努力
どりょく

義務
ぎ む

を課して
か   

いる（同法
どうほう

第 14条
だい  じょう

第 4項
だい こう

）。また、ハビリテ

ーション及び
お よ  

リハビリテーションに関連
かんれん

する補
ほ

装具
そ う ぐ

や支援
し え ん

機器
き き

の利用
り よ う

可能性
かのうせい

等
など

の促進
そくしん

に関して
か ん   

は、国
くに

及び
お よ  

地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

に対して
た い   

、福祉
ふ く し

用具
よ う ぐ

等
とう

の給付
きゅうふ

又
また

は貸与
た い よ

その他
  た

障害者
しょうがいしゃ

が日常
にちじょう

生活
せいかつ

を営む
いとな 

のに必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講じる
こ う   

こと（同条
どうじょう

第 6項
だい こう

）、

及び
お よ  

福祉
ふ く し

用具
よ う ぐ

の研究
けんきゅう

開発
かいはつ

等
など

の促進
そくしん

を義務付けて
ぎ む づ   

いる（同条
どうじょう

第 7項
だい こう

）。 

173.障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進法
そくしんほう

第
だい

8 条
じょう

第
だい

1項
こう

においては、 職 業
しょくぎょう

リハビリテーションの

措置
そ ち

は、障害者
しょうがいしゃ

各人
かくじん

の障害
しょうがい

の種類
しゅるい

及び
お よ  

程度
て い ど

並び
な ら  

に希望
き ぼ う

、適性
てきせい

、職 業
しょくぎょう

経験
けいけん

等
とう

の

条件
じょうけん

に応
おう

じ、総合的
そうごうてき

かつ効果的
こうかてき

に実施
じ っ し

されなければならないと規定
き て い

されている。

また、職 業
しょくぎょう

リハビリテーションを実施
じ っ し

しているハローワーク、地域
ち い き

障害者
しょうがいしゃ

職 業
しょくぎょう

センター、障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

･
・

生活
せいかつ

支援
し え ん

センターは、2016年
ねん

4月
がつ

現在
げんざい

において、

それぞれ全国
ぜんこく

に 544箇所
か し ょ

、52箇所
か し ょ

、328箇所
か し ょ

配置
は い ち

されており、障害者
しょうがいしゃ

自身
じ し ん

が

属する
ぞく    

地域
ち い き

社会
しゃかい

の可能
か の う

な限り
かぎ  

近く
ちか  

において利用
り よ う

可能
か の う

なものとなっている。 

174.さらに、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進法
そくしんほう

第
だい

20条
じょう

第
だい

3号
ごう

等
とう

の規定
き て い

に基づき
もと   

、障害者
しょうがいしゃ

職 業
しょくぎょう

総合
そうごう

センター等
とう

において、障害者
しょうがいしゃ

の 職 業
しょくぎょう

リハビリテーションに従事
じゅうじ

する

職員
しょくいん

である障害者
しょうがいしゃ

職 業
しょくぎょう

カウンセラー及び
お よ  

職場
しょくば

適応
てきおう

援助者
えんじょしゃ

の養成
ようせい

及び
お よ  

研修
けんしゅう
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を実施
じ っ し

している。加えて
くわ   

、同条
どうじょう

第
だい

1号
ごう

の規定
き て い

に基づき
もと    

、障害者
しょうがいしゃ

職 業
しょくぎょう

総合
そうごう

セン

ターにおいて、多様
た よ う

な障害
しょうがい

に対応
たいおう

した職 業
しょくぎょう

リハビリテーション技法
ぎ ほ う

の研究
けんきゅう

･
・

開発
かいはつ

及び
お よ  

障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

拡大
かくだい

に役立つ
やくだ  

就労
しゅうろう

支援
し え ん

機器
き き

やソフトウェアの研究
けんきゅう

･
・

開発
かいはつ

を実施
じ っ し

している。また、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

に

おいて、障害者
しょうがいしゃ

を雇用
こ よ う

する事業
じぎょう

主
ぬし

や事業
じぎょう

主
ぬし

団体
だんたい

を対象
たいしょう

として、就労
しゅうろう

支援
し え ん

機器
き き

を一定
いってい

期間
き か ん

無料
むりょう

で貸
か

し出す
だ  

ことにより、その普及
ふきゅう

の促進
そくしん

を図
はか

っている。 

 

第 27 条
だ い  じ ょ う

  労働
ろ う どう

及び
お よ  

雇用
こ よ う

 

175.障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

において、何人
なんびと

に対して
たい   

も、障害者
しょうがいしゃ

に対して
たい   

、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

を禁止
き ん し

している（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

第
だい

1項
こう

）。また、国
くに

及び
お よ  

地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

に対して
たい   

、職 業
しょくぎょう

相談
そうだん

、職 業
しょくぎょう

指導
し ど う

、 職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

及
およ

び 職 業
しょくぎょう

紹介
しょうかい

の実施
じ っ し

その他
  た

の必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講じる
こう   

こと

（同法
どうほう

第
だい

18条
じょう

第
だい

1項
こう

）、障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

を促進
そくしん

するため、障害者
しょうがいしゃ

に適した
てき   

職種
しょくしゅ

又
また

は職域
しょくいき

について障害者
しょうがいしゃ

の優先
ゆうせん

雇用
こ よ う

の施策
し さ く

を講
こう

じること（同法
どうほう

第
だい

19 条
じょう

第
だい

1項
こう

）

を義務付けて
ぎ む づ   

いる。さらに、障害者
しょうがいしゃ

を雇用
こ よ う

する事業
じぎょう

主
ぬし

に対
たい

して、障害者
しょうがいしゃ

が雇用
こ よ う

されるのに伴
ともな

い必要
ひつよう

となる施設
し せ つ

又
また

は設備
せ つ び

等
とう

に要する
よう    

費用
ひ よ う

の助成
じょせい

その他
  た

の必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講じる
こう   

ことを義務付けて
ぎ む づ   

いる（同法
どうほう

第
だい

19条
じょう

第
だい

3項
こう

）。 

176.積極的
せっきょくてき

差別
さ べ つ

是正
ぜ せ い

措置
そ ち

を含む
ふ く  

適当
てきとう

な措置
そ ち

等
とう

による障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

の促進
そくしん

につい
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て、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進法
そくしんほう

は、第
だい

38条
じょう

及び
お よ  

第
だい

43 条に基づき
もと   

、事業
じぎょう

主
ぬし

等
とう

に対して
たい   

そ

の常時
じょうじ

雇用
こ よ う

する労働者
ろうどうしゃ

の数
かず

に法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

（公的
こうてき

機関
き か ん

：2.3％、民間
みんかん

企業
きぎょう

：2.0％）

を乗じて
じょう    

得た
え  

数
かず

（法定
ほうてい

雇用
こ よ う

障害者数
しょうがいしゃすう

）以上
いじょう

の数
かず

の障害者
しょうがいしゃ

を雇用
こ よ う

する義務
ぎ む

を課
か

している。この算定
さんてい

にあたって、重度
じゅうど

身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

及び
お よ  

重度
じゅうど

知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

につい

ては、その１人
ひ と り

をもって２人
ふ た り

の障害者
しょうがいしゃ

である労働者
ろうどうしゃ

に相当
そうとう

するものとし、

短時間
たんじかん

労働者
ろうどうしゃ

（週
しゅう

の所定
しょてい

労働
ろうどう

時間
じ か ん

が週
しゅう

20時間
じ か ん

以上
いじょう

30時間
じ か ん

未満
み ま ん

である者
もの

）はそ

の１人
ひ と り

をもって 0.5人
にん

の障害者
しょうがいしゃ

である労働者
ろうどうしゃ

に相当
そうとう

するものとしている。2015

年
ねん

6月
がつ

現在
げんざい

の民間
みんかん

企業
きぎょう

における実
じつ

雇用率
こようりつ

は 1.88％（前年
ぜんねん

1.82％）であり、雇用
こ よ う

障害者数
しょうがいしゃすう

は 453，133.5人
にん

と前年比
ぜんねんひ

5.1％（21，908人
にん

）増加
ぞ う か

となり、12年連続
れんぞく

で

過去
か こ

最高
さいこう

を更新
こうしん

し、我が国
わ  くに

の障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

は着実
ちゃくじつ

に進展
しんてん

している状 況
じょうきょう

である。

なお、雇用
こ よ う

障害者数
しょうがいしゃすう

の内訳
うちわけ

は、身体
しんたい

障害者数
しょうがいしゃすう

は 320，752.5人
にん

、知的
ち て き

障害者数
しょうがいしゃすう

は 97，744人
にん

、精神
せいしん

障害者数
しょうがいしゃすう

は 34，637人
にん

となっている。 

177.また、事業
じぎょう

主間
ぬしかん

の経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

を調整
ちょうせい

するため、その雇用
こ よ う

している障害者数
しょうがいしゃすう

が

法定
ほうてい

雇用
こ よ う

障害者数
しょうがいしゃすう

未満
み ま ん

である事業
じぎょう

主
ぬし

から障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

納付
の う ふ

金
きん

を徴 収
ちょうしゅう

し、法定
ほうてい

雇用
こ よ う

障害者数
しょうがいしゃすう

以上
いじょう

の障害者
しょうがいしゃ

を雇用
こ よ う

している事業
じぎょう

主
ぬし

に対
たい

しては障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

調整
ちょうせい

金
きん

を支給
しきゅう

している。さらに、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進法
そくしんほう

第
だい

49条に基づき
も と   

、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

調整
ちょうせい

金
きん

の支給
しきゅう

に加え
く わ  

、障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

に伴
ともな

う経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

の調整
ちょうせい

と障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

の促進
そくしん

及び
お よ  

継続
けいぞく

のため、必要
ひつよう

な要件
ようけん

を満たした
み   

事業
じぎょう

主
ぬし

に対
たい

して各種
かくしゅ
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助成金
じょせいきん

を支給
しきゅう

している。 

178.労働
ろうどう

市場
しじょう

における障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

機会
き か い

の増大
ぞうだい

については、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進法
そくしんほう

第
だい

2 章
しょう

に基づき
もと   

、職 業
しょくぎょう

紹介
しょうかい

を含む
ふ く  

各種
かくしゅ

職 業
しょくぎょう

リハビリテーションを実施
じ っ し

して

いる。2014年度
ね ん ど

のハローワークにおける 職 業
しょくぎょう

紹介
しょうかい

による障害者
しょうがいしゃ

の 就 職
しゅうしょく

件数
けんすう

は 84，602件
けん

と 5年
ねん

連続
れんぞく

で過去
か こ

最高
さいこう

を更新
こうしん

しており、そのうち身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

の

就 職
しゅうしょく

件数
けんすう

は 28，175件、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

の就 職
しゅうしょく

件数
けんすう

は 18，723件
けん

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の就 職
しゅうしょく

件数
けんすう

は 34，538件
けん

、その他
  た

（発達
はったつ

障害
しょうがい

、高次
こ う じ

脳
のう

機能
き の う

障害
しょうがい

など）の障害者
しょうがいしゃ

の就 職
しゅうしょく

件数
けんすう

は 3，166件
けん

となっている。 

179.また、障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

において、「福祉
ふ く し

、教育
きょういく

、医療
いりょう

等
とう

から雇用
こ よ う

への一層
いっそう

の

推進
すいしん

のため、ハローワークや地域
ち い き

障害者
しょうがいしゃ

職 業
しょくぎょう

センター、障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

･
・

生活
せいかつ

支援
し え ん

センターを始め
は じ  

とする地域
ち い き

の関係
かんけい

機関
き か ん

が密接
みっせつ

に連携
れんけい

して、職場
しょくば

実習
じっしゅう

の推進
すいしん

や雇用前
こようまえ

の雇入
やといい

れ支援
し え ん

から雇用後
こ よ う ご

の職場
しょくば

定着
ていちゃく

支援
し え ん

までの一貫
いっかん

した支援
し え ん

を実施
じ っ し

する。」と策定
さくてい

している。ハローワーク職員
しょくいん

が中心
ちゅうしん

となって、福祉
ふ く し

施設
し せ つ

の職員
しょくいん

等
とう

の関係者
かんけいしゃ

による連携
れんけい

体制
たいせい

を確立
かくりつ

し、就 職
しゅうしょく

の準備
じゅんび

段階
だんかい

から職場
しょくば

定着
ていちゃく

までの

一連
いちれん

の支援
し え ん

を行
おこな

う「チーム支援
し え ん

」においては、2014年度
ね ん ど

に 26，156人
にん

を支援
し え ん

し、

そのうち 14，005人
にん

が就 職
しゅうしょく

した。なお、「チーム支援
し え ん

」の支援
し え ん

対象者数
たいしょうしゃすう

の内訳
うちわけ

は、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

3,068人
にん

、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

11,099人
にん

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

10,865人
にん

、その他
  た

の障害者
しょうがいしゃ

1,124 人であり、就 職
しゅうしょく

件数
けんすう

の内訳
うちわけ

は、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

1,645人
にん

、知的
ち て き
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障害者
しょうがいしゃ

6,301人
にん

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

5,579人
にん

、その他
  た

の障害者
しょうがいしゃ

480人
にん

となっている。 

180.さらに、同基本
どうきほん

計画
けいかく

において、「障害者
しょうがいしゃ

の身近
み ぢ か

な地域
ち い き

において、雇用
こ よ う

、保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

、

教育
きょういく

等
とう

の関係
かんけい

機関
き か ん

の連携
れんけい

拠点
きょてん

である障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センターの設置
せ っ ち

の促進
そくしん

・機能
き の う

の充実
じゅうじつ

を図り
は か  

、就 業 面
しゅうぎょうめん

及
およ

び生活面
せいかつめん

からの一体的
いったいてき

な相談
そうだん

支援
し え ん

を

実施
じ っ し

する。また、地域
ち い き

の就労
しゅうろう

支援
し え ん

機関
き か ん

と連携
れんけい

をしながら、継続的
けいぞくてき

な職場
しょくば

定着
ていちゃく

支援
し え ん

を実施
じ っ し

する。」と策定
さくてい

している。2014年度
ね ん ど

の障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

セン

ターの支援
し え ん

対象者
たいしょうしゃ

は140，838人
にん

、就 職
しゅうしょく

件数
けんすう

は18，379件
けん

となっている。 

181.なお、本条
ほんじょう

に関して
か ん   

は、政策
せいさく

委員会
いいんかい

より、次
つぎ

のような指摘
し て き

がなされている。

（より詳
くわ

しくは、付属
ふ ぞ く

文書
ぶんしょ

を参照
さんしょう

のこと） 

障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

・就 業
しゅうぎょう

の推進
すいしん

のためには、障害者
しょうがいしゃ

や企業
きぎょう

に対する
た い   

支援
し え ん

の更
さら

なる充実
じゅうじつ

をはかることや、改正
かいせい

障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進法
そくしんほう

の趣旨
し ゅ し

や法
ほう

に基づく
も と   

「障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

禁止
き ん し

指針
し し ん

」及
およ

び「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

指針
し し ん

」等
とう

について情報
じょうほう

提供
ていきょう

し、着実
ちゃくじつ

に実施
じ っ し

することが重要
じゅうよう

である。 

  

第 28 条
だ い  じ ょ う

  相当
そ う と う

な生活
せいかつ

水準
すいじゅん

及び
お よ  

社会的
しゃかいて き

な保障
ほ し ょ う

 

182.障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

は、国
くに

及び
お よ  

地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

に対し
た い  

、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

及び
お よ  

生活
せいかつ

の

安定
あんてい

に資
し

するため、年金
ねんきん

、手当
て あ て

等
とう

の制度
せ い ど

に関し
か ん  

必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講じる
こう   

ことを

義務付けて
ぎ む づ   

いる（障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

15条
じょう

）。特
とく

に、住宅
じゅうたく

の確保
か く ほ

については、国
くに

及び
お よ  
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地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

に対
たい

して障害者
しょうがいしゃ

のための住宅
じゅうたく

確保
か く ほ

及び
お よ  

住宅
じゅうたく

整備
せ い び

の促進
そくしん

のため

の施策
し さ く

を義務付けて
ぎ む づ   

いる。（同法
どうほう

第
だい

20条
じょう

）。また、障害者
しょうがいしゃ

の経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

の

ために必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

じることとしている（同法
どうほう

第
だい

24条
じょう

）。 

183.障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

に基づく
もと   

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスとして、一般
いっぱん

企業
きぎょう

等
とう

への就労
しゅうろう

を希望
き ぼ う

する障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、就労
しゅうろう

に必要
ひつよう

な知識
ち し き

及び
お よ  

能力
のうりょく

の向上
こうじょう

のために必要
ひつよう

な訓練
くんれん

等
とう

を提供
ていきょう

する「就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

」、一般
いっぱん

企業
きぎょう

等
とう

での就労
しゅうろう

が困難
こんなん

な障害者
しょうがいしゃ

に就労
しゅうろう

する機会
き か い

を提供
ていきょう

するとともに、知識
ち し き

及
およ

び能力
のうりょく

の向上
こうじょう

のために必要
ひつよう

な

訓練
くんれん

等
とう

を提供
ていきょう

する「就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
し え ん

」を実施
じ っ し

している。なお、2013年度
ね ん ど

におい

て、就労
しゅうろう

系
けい

障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの利用
り よ う

を経て
へ  

一般
いっぱん

就労
しゅうろう

に移行
い こ う

した者
もの

の数
かず

は 10，

001人
にん

であり、2012年度
ね ん ど

の数
かず

（7，717人
にん

）と比較
ひ か く

して大幅
おおはば

に増加
ぞ う か

している。 

184.公営
こうえい

住宅
じゅうたく

への入居
にゅうきょ

に関
かん

して、公
こう

営
えい

住宅
じゅうたく

を管理
か ん り

している地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の

判断
はんだん

により、入居者
にゅうきょしゃ

の選考
せんこう

において、一定
いってい

の障害者
しょうがいしゃ

世帯
せ た い

の優先的
ゆうせんてき

な取扱
とりあつか

いを

実施
じ っ し

している（2005年
ねん

国土
こ く ど

交通省
こうつうしょう

住宅
じゅうたく

局 長
きょくちょう

通知
つ う ち

）。 

 （公営
こうえい

住宅
じゅうたく

のバリアフリー化
か

については、第
だい

9 条
じょう

「施設
し せ つ

及
およ

びサービス等
とう

の利用
り よ う

の容易
よ う い

さ」参照
さんしょう

。） 

185.「特別
とくべつ

児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

等
とう

の支給
しきゅう

に関する
かん   

法律
ほうりつ

」に基づき
もと   

、精神
せいしん

又
また

は身体
しんたい

に障害
しょうがい

を有する
ゆう   

児童
じ ど う

に対
たい

して特別
とくべつ

児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

を、精神
せいしん

又
また

は身体
しんたい

に重度
じゅうど

の障害
しょうがい

を

有する
ゆう   

児童
じ ど う

に対
たい

して障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

手当
て あ て

を、精神
せいしん

又
また

は身体
しんたい

に著しく
いちじる   

重度
じゅうど

の障害
しょうがい

を
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有する
ゆう   

者
もの

に対
たい

して特別
とくべつ

障害者
しょうがいしゃ

手当
て あ て

を支給
しきゅう

している。なお、2013年度
ね ん ど

末
まつ

時点
じ て ん

にお

いて、特別
とくべつ

児童
じ ど う

扶養
ふ よ う

手当
て あ て

は、225，201人
にん

、障害児
しょうがいじ

福祉
ふ く し

手当
て あ て

は 66，632人
にん

、特別
とくべつ

障害者
しょうがいしゃ

手当
て あ て

は 121，372人
にん

が受給
じゅきゅう

している。 

 

第 29 条
だ い  じ ょ う

  政治的
せ い じ て き

及び
お よ  

公的
こうて き

活動
かつどう

への参加
さ ん か

 

186.障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第
だい

28条
じょう

において、国
くに

及び
お よ  

地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

は、法律
ほうりつ

又
また

は条例
じょうれい

の

定める
さ だ   

ところにより行
おこな

われる選挙
せんきょ

、国民
こくみん

審査
し ん さ

又
また

は投票
とうひょう

において、障害者
しょうがいしゃ

が

円滑
えんかつ

に投票
とうひょう

できるようにするため、投票所
とうひょうじょ

の施設
し せ つ

又
また

は設備
せ つ び

の整備
せ い び

その他
  た

必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

じなければならないこととされている。 

187.公職
こうしょく

選挙法
せんきょほう

第
だい

47条
じょう

及
およ

び公職
こうしょく

選挙法
せんきょほう

施行令
しこうれい

第
だい

39条
じょう

の規定
き て い

により、目
め

のみえ

ない方々
かたがた

が点字
て ん じ

投票
とうひょう

を行
おこな

うことができ、同法
どうほう

第 48条
だい  じょう

の規定
き て い

により、心身
しんしん

の

故障
こしょう

その他
  た

の事由
じ ゆ う

により、自ら
みずか 

投票
とうひょう

用紙
よ う し

に候補者
こうほしゃ

の氏名
し め い

等
など

を記載
き さ い

することがで

きない者
もの

は、代理
だ い り

投票
とうひょう

（代筆
だいひつ

投票
とうひょう

）を行う
おこな 

ことができ、同法
どうほう

第 49条
だい  じょう

の規定
き て い

に

より、都道府県
と ど う ふけ ん

選挙
せんきょ

管理
か ん り

委員会
いいんかい

の指定
し て い

する病院
びょういん

、老人
ろうじん

ホーム、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

援護
え ん ご

支援
し え ん

施設
し せ つ

等
とう

に入院
にゅういん

、入 所 中
にゅうしょちゅう

の方々
かたがた

が、その施設
し せ つ

において投票
とうひょう

を行う
おこな 

ことが

でき（指定
し て い

施設
し せ つ

における不在者
ふざいしゃ

投票
とうひょう

）、身体
しんたい

に重度
じゅうど

の障害
しょうがい

のある方々
かたがた

（身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

に規定
き て い

する身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

、戦傷
せんしょう

病者
びょうしゃ

特別
とくべつ

援護法
えんごほう

に規定
き て い

する戦傷
せんしょう

病者
びょうしゃ

のうち一定
いってい

の障害
しょうがい

を有する
ゆ う   

者
もの

等
とう

）が、郵便
ゆうびん

等
とう

による投票
とうひょう

を行う
おこな 

ことがで
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き（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

）、同法
どうほう

第 58条
だい  じょう

の規定
き て い

により、障害者
しょうがいしゃ

を介助
かいじょ

し

ている者
もの

等
など

投票
とうひょう

管理者
かんりしゃ

が「やむを得ない
   え   

事情
じじょう

がある者
もの

」と認めた
み と   

者
もの

については、

選挙人
せんきょにん

とともに投票所
とうひょうじょ

に入る
は い  

ことが認められて
み と      

いる。また、同法
どうほう

第 150条
だい   じょう

、政見
せいけん

放送
ほうそう

実施
じ っ し

規程
き て い

の規定
き て い

により、衆議院
しゅうぎいん

比例
ひ れ い

代表
だいひょう

選挙
せんきょ

及び
お よ  

都道府県
と ど う ふけ ん

知事
ち じ

選挙
せんきょ

の政見
せいけん

放送
ほうそう

においては手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

の付与
ふ よ

、参議院
さんぎいん

比例
ひ れ い

代表
だいひょう

選挙
せんきょ

においては手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

及び
お よ  

字幕
じ ま く

の付与
ふ よ

が可能
か の う

であり、また、衆議院
しゅうぎいん

小選挙
しょうせんきょ

区
く

選挙
せんきょ

においては、候補者
こうほしゃ

届出
とどけで

政党
せいとう

が作成
さくせい

したビデオに手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

や字幕
じ ま く

を付与
ふ よ

することができる状 況
じょうきょう

にある。

また、総務省
そうむしょう

は公益
こうえき

財団
ざいだん

法人
ほうじん

明るい
あ か   

選挙
せんきょ

推進
すいしん

協会
きょうかい

と連携
れんけい

し、選挙
せんきょ

啓発
けいはつ

を実施
じ っ し

し

ており、その中
なか

で、障害者
しょうがいしゃ

が可能
か の う

な投票
とうひょう

方法
ほうほう

等
とう

の周知
しゅうち

に努めて
つ と   

いる。 

188.「地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の議会
ぎ か い

の議員
ぎ い ん

及び
お よ  

長の
ちょう 

選挙
せんきょ

に係る
かか  

電磁的
でんじてき

記録式
きろくしき

投票機
とうひょうき

を

用いて
も ち   

行う
おこ  

投票
とうひょう

方法
ほうほう

等
など

の特例
とくれい

に関する
か ん   

法律
ほうりつ

」に基づき
も と   

、自書
はくしょ

を必要
ひつよう

とせず、自書
じ し ょ

が困難
こんなん

な選挙人
せんきょにん

であっても比較的
ひかくてき

容易
よ う い

に投票
とうひょう

することができる電子
で ん し

投票
とうひょう

の

実施
じ っ し

の促進
そくしん

に取り組んで
と  く   

いる。 

189.公職
こうしょく

選挙法
せんきょほう

第 9条
だい じょう

により、選挙権
せんきょけん

は障害者
しょうがいしゃ

と障害者
しょうがいしゃ

でない人
ひと

とを区別
く べ つ

せず

保障
ほしょう

されている。同法
どうほう

第 46条
だい  じょう

第 4項
だい こう

において、投票
とうひょう

用紙
よ う し

に選挙人
せんきょにん

の名前
な ま え

を記載
き さ い

することが禁止
き ん し

されており、同法
どうほう

第 52 条
だい   じょう

において、選挙人
せんきょにん

の投票
とうひょう

した被
ひ

選挙人
せんきょにん

等
など

の氏名
し め い

等
とう

を陳述
ちんじゅつ

する義務
ぎ む

を負わない
お    

ことが規定
き て い

されている。さらに

同法
どうほう

第 227 条
だい    じょう

において、公権
こうけん

により投票
とうひょう

の秘密
ひ み つ

を侵害
しんがい

した場合
ば あ い

に処罰
しょばつ

される
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ことが規定
き て い

され、また同法
どうほう

228
   

条
じょう

において、投票
とうひょう

に干渉
かんしょう

した場合
ば あ い

に処罰
しょばつ

され

ることが規定
き て い

されている。同法
どうほう

第 10条
だい  じょう

により、被
ひ

選挙権
せんきょけん

についても障害者
しょうがいしゃ

と

障害者
しょうがいしゃ

でない人
ひと

とを区別
く べ つ

せず保障
ほしょう

されている。 

190.なお、成年被
せいねんひ

後見人
こうけんにん

は選挙権
せんきょけん

及び
お よ  

被
ひ

選挙権
せんきょけん

を有
ゆう

しないものとする規定
き て い

が存在
そんざい

していたが、2013年
ねん

6月
がつ

に施行
し こ う

された、「成年被
せいねんひ

後見人
こうけんにん

の選挙権
せんきょけん

の回復
かいふく

等
とう

のため

の公職
こうしょく

選挙法
せんきょほう

等
など

の一部
い ち ぶ

を改正
かいせい

する法律
ほうりつ

」（2013年
ねん

法律
ほうりつ

第 21号
だい  ごう

）により削除
さくじょ

され

たところである。 

191.障害者
しょうがいしゃ

の公務
こ う む

の遂行
すいこう

について、国家
こ っ か

公務員法
こうむいんほう

第27条
だい  じょう

において、すべての国民
こくみん

が国家
こ っ か

公務員
こうむいん

の任用
にんよう

、勤務
き ん む

条件
じょうけん

及び
お よ  

処分
しょぶん

などについて、差別
さ べ つ

されてはならない

旨
むね

規定
き て い

している。また、地方
ち ほ う

公務員法
こうむいんほう

第13条
だい  じょう

において、すべての国民
こくみん

が地方
ち ほ う

公務員
こうむいん

の任用
にんよう

、勤務
き ん む

条件
じょうけん

及び
お よ  

処分
しょぶん

などについて、差別
さ べ つ

されてはならない旨
むね

規定
き て い

している。 

 

第 30 条
だ い  じ ょ う

  文化的
ぶ ん か て き

な生活
せいかつ

、レクリエーション、余暇
よ か

及び
お よ  

スポーツへの参加
さ ん か

 

192.障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

は、国
くに

及び
お よ  

地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

に対して
た い   

、障害者
しょうがいしゃ

の文化的
ぶんかてき

意欲
い よ く

を

満たし
み   

、若しく
も   

は障害者
しょうがいしゃ

に文化的
ぶんかてき

意欲
い よ く

を起こさせ
お    

、又
また

は障害者
しょうがいしゃ

が自主的
じしゅてき

かつ

積極的
せっきょくてき

にレクリエーションの活動
かつどう

をし、若しく
も   

はスポーツを行う
おこな 

ことができる

ようにするため、施設
し せ つ

、設備
せ つ び

その他
  た

の諸条件
しょじょうけん

の整備
せ い び

、文化
ぶ ん か

、スポーツ等
とう

に関する
か ん   

活動
かつどう

の助成
じょせい

その他
  た

必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講じる
こ う   

ことを義務付けて
ぎ む づ   

いる（障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう
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第 25条
だい  じょう

）。 

193.2001年
ねん

に成立
せいりつ

した文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

振興
しんこう

基本法
きほんほう

は、第 22条
だい  じょう

において、障害者
しょうがいしゃ

が行う
おこな 

文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

を図る
は か  

ため、その文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

が活発
かっぱつ

に行われる
おこな    

ような

環境
かんきょう

の整備
せ い び

その他
  た

の必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

ずることを国
くに

に義務付けて
ぎ む づ   

おり、当該
とうがい

規定
き て い

等
とう

に基づき
も と   

必要
ひつよう

な取組
とりくみ

を実施
じ っ し

している。 

194.2013年
ねん

に開催
かいさい

された「障害者
しょうがいしゃ

の芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

への支援
し え ん

を推進
すいしん

するための懇談会
こんだんかい

」

中間
ちゅうかん

とりまとめを受け
う  

、2014年度
ね ん ど

からは、障害者
しょうがいしゃ

の優れた
す ぐ   

芸術
げいじゅつ

作品
さくひん

の展示
て ん じ

を

促進
そくしん

するため、作品
さくひん

の所在
しょざい

や制作
せいさく

活動
かつどう

の現状
げんじょう

を把握
は あ く

するための調査
ちょうさ

や、優れた
す ぐ   

芸術
げいじゅつ

作品
さくひん

を広く
ひ ろ  

一般
いっぱん

に普及
ふきゅう

するための取組
とりくみ

に関する
か ん   

調査
ちょうさ

研究
けんきゅう

等
とう

を実施
じ っ し

。また、

障害児
しょうがいじ

が継続的
けいぞくてき

に文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

を実施
じ っ し

できる環境
かんきょう

を整備
せ い び

するとともに、

障害者
しょうがいしゃ

の文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

を支援
し え ん

する活動
かつどう

を行う
おこな 

団体
だんたい

への支援
し え ん

を通じ
つ う  

、障害者
しょうがいしゃ

の

文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

っている。 

195.2001年度
ね ん ど

から、全て
す べ  

の障害者
しょうがいしゃ

の芸術
げいじゅつ

及び
お よ  

文化
ぶ ん か

活動
かつどう

への参加
さ ん か

を通じて
つ う   

、

障害者
しょうがいしゃ

の生活
せいかつ

を豊か
ゆ た  

にするとともに、国民
こくみん

の障害
しょうがい

への理解
り か い

と認識
にんしき

を深め
ふ か  

、

障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

の促進
そくしん

に寄与
き よ

することを目的
もくてき

として全国
ぜんこく

障害者
しょうがいしゃ

芸術
げいじゅつ

・文化
ぶ ん か

祭
まつり

を実施
じ っ し

している。 

196.障害者
しょうがいしゃ

によるコンサートや作品展
さくひんてん

、障害者
しょうがいしゃ

も楽しめる
た の     

舞台
ぶ た い

芸術
げいじゅつ

公演
こうえん

や

展覧会
てんらんかい

等
など

が各地
か く ち

で開催
かいさい

されている。国立
こくりつ

劇場
げきじょう

や新国立劇場
しんこくりつげきじょう

においては、



80 
 

障害者
しょうがいしゃ

の入 場 料
にゅうじょうりょう

の割引
わりびき

を、国立
こくりつ

美術館
びじゅつかん

、国立
こくりつ

博物館
はくぶつかん

においては、展覧会
てんらんかい

の

入 場 料
にゅうじょうりょう

の無料
むりょう

を実施
じ っ し

しているほか、全国
ぜんこく

各地
か く ち

の劇場
げきじょう

、コンサートホール、

美術館
びじゅつかん

、博物館
はくぶつかん

などにおいて、車
くるま

いす使用者
しようしゃ

でも利用
り よ う

ができるトイレやエレベ

ーターの設置
せ っ ち

等
など

障害者
しょうがいしゃ

に対する
た い   

環境
かんきょう

改善
かいぜん

も進められて
すすめ      

いる。一方
いっぽう

で，視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

や聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の「情報
じょうほう

へのアクセス」の課題
か だ い

を整理
せ い り

し，更
さら

なる改善
かいぜん

に取り組んで
と  く   

いく必要
ひつよう

がある。 

197.2014年度
ね ん ど

より文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

振興費
しんこうひ

補助
ほ じ ょ

金
きん

にて製作
せいさく

支援
し え ん

した映画
え い が

作品
さくひん

を対象
たいしょう

に、

聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

に、より多く
お お  

の映画
え い が

を鑑賞
かんしょう

する場
ば

を提
てい

供する
きょう   

趣旨
し ゅ し

から、映画
え い が

の

日本語
に ほ ん ご

字幕
じ ま く

制作
せいさく

を行おう
おこな  

とする団体
だんたい

へバリアフリー字幕
じ ま く

制作
せいさく

支援
し え ん

を行って
おこな   

いる。

また、著作権法
ちょさくけんほう

では、障害者
しょうがいしゃ

からの要望
ようぼう

等
とう

を踏まえ
ふ   

、文化的
ぶんかてき

作品
さくひん

への障害者
しょうがいしゃ

の

アクセスの確保
か く ほ

に関して
か ん   

必要
ひつよう

に応じて
お う   

法的
ほうてき

処置
し ょ ち

を行って
おこな   

いる。 

198.2011年
ねん

6月
がつ

にスポーツ基本法
きほんほう

が成立
せいりつ

し、同法
どうほう

第 2条
だい じょう

第 5項
だい こう

において、スポーツ

は、障害者
しょうがいしゃ

が自主的
じしゅてき

かつ積極的
せっきょくてき

にスポーツを行う
おこな 

ことができるよう、障害
しょうがい

の

種類
しゅるい

及び
お よ  

程度
て い ど

に応じ
お う  

必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

をしつつ推進
すいしん

されなければならないことを基本
き ほ ん

理念
り ね ん

として明記
め い き

した。また、同法
どうほう

の規定
き て い

に基づいて
も と    

2012年
ねん

3月
がつ

に策定
さくてい

した「スポ

ーツ基本
き ほ ん

計画
けいかく

」において、年齢
ねんれい

や性別
せいべつ

、障害
しょうがい

等
とう

を問わず
と   

、広く
ひ ろ  

人々
ひとびと

が、関心
かんしん

、

適性
てきせい

等
とう

に応じて
お う   

スポーツに参画
さんかく

することができる環境
かんきょう

を整備
せ い び

することを

基本的
きほんてき

な政策
せいさく

課題
か だ い

としている。 
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199.文部
も ん ぶ

科学省
かがくしょう

の調査
ちょうさ

（2013年
ねん

）によると、過去
か こ

１年間
 ねんかん

に週
しゅう

１回
 か い

以上
いじょう

スポーツ・

レクリエーションを行った
おこな  

割合
わりあい

は、成人
せいじん

一般
いっぱん

が 47.5%であるのに対し
た い  

、障害者
しょうがいしゃ

（成人
せいじん

）は 18.2%にとどまっており、障害者
しょうがいしゃ

のスポーツ参加
さ ん か

を一層
いっそう

促進
そくしん

する

必要
ひつよう

がある。 

200. 2015年度
ね ん ど

より、スポーツ関係者
かんけいしゃ

と障害
しょうがい

福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

が連携
れんけい

・協働
きょうどう

体制
たいせい

を構築
こうちく

し、地域
ち い き

において一体的
いったいてき

に障害者
しょうがいしゃ

スポーツを推進
すいしん

する取組
とりくみ

を支援
し え ん

している。 

    また、障害児
しょうがいじ

を含めた
ふ く   

障害者
しょうがいしゃ

の日常的
にちじょうてき

なスポーツ活動
かつどう

を推進
すいしん

するため、特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

等
とう

を拠点
きょてん

とした障害者
しょうがいしゃ

のスポーツ活動
かつどう

の拠点づくり
き ょ て ん    

を推進
すいしん

するため

の支援
し え ん

を実施
じ っ し

することとしている。 

201.スポーツ基本法
きほんほう

の規定
き て い

に基づき
も と   

、障害者
しょうがいしゃ

スポーツの全国的
ぜんこくてき

な祭典
さいてん

である全国
ぜんこく

障害者
しょうがいしゃ

スポーツ大会
たいかい

の円滑
えんかつ

な実施
じ っ し

等
とう

のために、開催者
かいさいしゃ

である公益
こうえき

財団
ざいだん

法人
ほうじん

日本
に ほ ん

障
しょう

がい者
しゃ

スポーツ協会
きょうかい

及び
お よ  

開催地
かいさいち

の都道府県
と ど う ふけ ん

に対し
た い  

、必要
ひつよう

な援助
えんじょ

を行って
おこな  

い

る。 

202.スポーツ基本法
きほんほう

の規定
き て い

等
とう

に基づき
も と   

、公益
こうえき

財団
ざいだん

法人
ほうじん

日本
に ほ ん

障
しょう

がい者
しゃ

スポーツ

協会
きょうかい

に対する
た い   

補助
ほ じ ょ

を通じて
つ う   

、障害者
しょうがいしゃ

スポーツ教室
きょうしつ

や体験会
たいけんかい

等
とう

の実施
じ っ し

などの

障害者
しょうがいしゃ

スポーツの機会
き か い

の確保
か く ほ

や、障害者
しょうがいしゃ

スポーツ指導者
しどうしゃ

の養成
ようせい

・研修
けんしゅう

、パラ

リンピック、デフリンピック、スペシャルオリンピックス等
とう

の国際
こくさい

大会
たいかい

への選手
せんしゅ

の派遣
は け ん

等
とう

を推進
すいしん

している。また、選手
せんしゅ

強化
きょうか

のため、世界
せ か い

大会
たいかい

でメダル獲得
かくとく

が有望
ゆうぼう
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な選手
せんしゅ

・団体
だんたい

に対し
た い  

重点的
じゅうてんてき

な強化
きょうか

を実施
じ っ し

している。その他
  た

、同協会
どうきょうかい

において、

組織
そ し き

強化
きょうか

や主催
しゅさい

大会
たいかい

の実施
じ っ し

、国際
こくさい

大会
たいかい

への日本
に ほ ん

選手団
せんしゅだん

派遣
は け ん

、パラリンピック競技
きょうぎ

大会
たいかい

のメダリストへの報奨金
ほうしょうきん

や選手
せんしゅ

の育成
いくせい

強化
きょうか

を図る
は か  

ための、各企業
かくきぎょう

への

協賛
きょうさん

や募金
ぼ き ん

の呼びかけ
よ    

などを行って
おこな  

いる。 

203.障害者
しょうがいしゃ

のスポーツに対する
た い   

国民
こくみん

各層
かくそう

の理解
り か い

と関心
かんしん

は年々
ねんねん

高まり
た か   

をみせてお

り、国際
こくさい

スポーツ大会
たいかい

に我が国
わ  く に

から多数
た す う

の選手
せんしゅ

が参加
さ ん か

している。2015年
ねん

3月
がつ

～4月
がつ

には、ロシアのハンティマンシースク、マグニトゴルスクにて第 18回
だい  かい

冬季
と う き

デフ

リンピック競技
きょうぎ

大会
たいかい

が開催
かいさい

され、日本
に ほ ん

からは22
  

名
めい

の選手
せんしゅ

を含む
ふ く  

48名
めい

の日本
に ほ ん

代表
だいひょう

選手団
せんしゅだん

が参加
さ ん か

した。また、2015年
ねん

7月
がつ

から 8月
がつ

にアメリカのロサンゼルスで開催
かいさい

さ

れた「2015年
ねん

スペシャルオリンピックス夏季
か き

世界
せ か い

大会
たいかい

・ロサンゼルス」には、

77名
めい

の選手
せんしゅ

を含む
ふ く  

118名
めい

の日本
に ほ ん

選手団
せんしゅだん

が参加
さ ん か

した。2014年
ねん

3月
がつ

には、ロシアのソ

チで「ソチ 2014パラリンピック冬季
と う き

競技
きょうぎ

大会
たいかい

」が開催
かいさい

され、日本
に ほ ん

からは 20名
めい

の

選手
せんしゅ

を含む
ふ く  

55名
めい

の日本
に ほ ん

代表
だいひょう

選手団
せんしゅだん

が参加
さ ん か

した。 

204.2013年
ねん

9月
がつ

に開催
かいさい

された国際
こくさい

オリンピック委員会
いいんかい

（IOC）総会
そうかい

において、2020年
ねん

オリンピック・パラリンピック競技
きょうぎ

大会
たいかい

の開催
かいさい

都市
と し

が東京都
とうきょうと

に決定
けってい

した。これ

により、東京都
とうきょうと

は史上
しじょう

初めて
は じ   

、2度目
ど め

のパラリンピック夏季
か き

競技
きょうぎ

大会
たいかい

を開催
かいさい

する

都市
と し

となった。パラリンピック競技
きょうぎ

大会
たいかい

は、世界
せ か い

のトップアスリートが参加
さ ん か

し、

スポーツを通じて
つう   

、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

や社会
しゃかい

参加
さ ん か

を促す
うなが 

とともに、様々
さまざま

な障害
しょうがい

へ
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の理解
り か い

を深める
ふ か   

ことにつながるものであり、また、利用
り よ う

の容易さ
よ う い  

に配慮
はいりょ

した

会場
かいじょう

やインフラの整備
せ い び

により、東京
とうきょう

のまち全体
ぜんたい

を障害者
しょうがいしゃ

を始め
は じ  

とする全て
す べ  

の

人々
ひとびと

が安全
あんぜん

で快適
かいてき

に移動
い ど う

できるようになり、ユニバーサルデザイン都市
と し

、東京
とうきょう

の実現
じつげん

が促進
そくしん

されるものである。 

205.パラリンピック競技
きょうぎ

大会
たいかい

を始め
は じ  

とする近年
きんねん

の障害者
しょうがいしゃ

スポーツにおける

競技性
きょうぎせい

の向上
こうじょう

は目覚ましく
め ざ    

、障害者
しょうがいしゃ

スポーツに関する
か ん   

施策
し さ く

を、福祉
ふ く し

の観点
かんてん

に

加え
く わ  

、スポーツ振興
しんこう

の観点
かんてん

からも一層
いっそう

推進
すいしん

していく必要性
ひつようせい

が高まって
た か    

いること

を踏まえ
ふ   

、2014年度
ね ん ど

より、スポーツの振興
しんこう

の観点
かんてん

から行う
おこな 

障害者
しょうがいしゃ

スポーツに

関する
か ん   

事業
じぎょう

を厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

から文部
も ん ぶ

科学省
かがくしょう

に移管
い か ん

し、障害者
しょうがいしゃ

スポーツを

より一層
  い っそ う

推進
すいしん

している。 

206.障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

支援法
しえんほう

第 77条
だい  じょう

及び
お よ  

第 78条
だい  じょう

に基づく
も と   

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

として、レ

クリエーション活動
かつどう

を通じた
つ う   

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の体力
たいりょく

増強
ぞうきょう

、交流
こうりゅう

、余暇
よ か

活動
かつどう

の充実
じゅうじつ

等
とう

を図り
は か  

、また、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

がスポーツに触れる
ふ

機会
き か い

を提供
ていきょう

するため、各種
かくしゅ

レ

クリエーション教室
きょうしつ

や運動会
うんどうかい

などを開催
かいさい

し、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

が社会
しゃかい

参加
さ ん か

活動
かつどう

を行う
おこな 

ための環境
かんきょう

の整備
せ い び

や必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

う「レクリエーション活動
かつどう

等
とう

支援
し え ん

事業
じぎょう

」

を実施
じ っ し

している。 

207.観光
かんこう

立国
りっこく

推進
すいしん

基本法
きほんほう

第 21条
だい  じょう

において、国
くに

は、高齢者
こうれいしゃ

、障害者
しょうがいしゃ

、外国人
がいこくじん

その他特
た と く

に配慮
はいりょ

を要
よう

する観光
かんこう

旅
りょ

行者
こうしゃ

が円滑
えんかつ

に利用
り よ う

できる旅行
りょこう

関連
かんれん

施設
し せ つ

及び
お よ  

公共
こうきょう

施設
し せ つ

の
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整備
せ い び

及び
お よ  

これらの利便性
りべんせい

の向上
こうじょう

に必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

ずることとされている。これ

に基
もと

づき、高齢者
こうれいしゃ

や障害者
しょうがいしゃ

など、観光
かんこう

や移動
い ど う

に際して
さ い   

困難
こんなん

を生じたり
し ょ う    

何ら
な ん  

かの

支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする方
かた

に対して
た い   

、相談
そうだん

・問合せ
といあわ  

等
とう

の対応
たいおう

を実施
じ っ し

する一元的
いちげんてき

な窓口
まどぐち

の

立ち上げ
た  あ  

や、その活動
かつどう

強化
きょうか

に向けた
む   

取組
とりくみ

を行って
おこな  

いる。 

（施設
し せ つ

のバリアフリー化
     か

、放送
ほ うそ う

を含む
ふ く  

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

、字幕
じ ま く

放送
ほ うそ う

等
と う

の普及
ふ きゅ う

については、第 9 条
だ い じ ょう

「施設
し せ つ

及び
お よ  

サービス等
と う

の利用
り よ う

の容易
よ う い

さ」参照
さんしょう

。） 

 

第 31 条
だ い  じ ょ う

  統計
と うけい

及び
お よ  

資料
し り ょ う

の収 集
しゅうしゅう

 

208.障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

（Ⅳ3）に基づき
も と   

、具体的
ぐたいてき

な達成
たっせい

目標
もくひょう

を設定
せってい

し、数値
す う ち

等
とう

に

基づき
も と   

取組
とりくみ

の実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

及び
お よ  

その効果
こ う か

を把握
は あ く

、評価
ひょうか

している。内閣府
ないかくふ

において

は、関係
かんけい

省 庁
しょうちょう

から、障害者
しょうがいしゃ

に関する
か ん   

基礎的
き そ て き

なデータを集め
あつ  

、ホームページに

掲載
けいさい

している（基礎
き そ

データ集
     しゅう

）ほか、障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

に関する
か ん   

国際
こくさい

比較
ひ か く

調査
ちょうさ

や世論
せ ろ ん

調査
ちょうさ

、意識
い し き

調査
ちょうさ

などを毎年
まいとし

行い
おこな 

、ホームページ等
とう

で公表
こうひょう

している。 

209.統計法
とうけいほう

において、統計
とうけい

調査
ちょうさ

によって収 集
しゅうしゅう

された情報
じょうほう

については、守秘
し ゅ ひ

義務
ぎ む

等
とう

を規定
き て い

しており、障害者
しょうがいしゃ

に関する
か ん   

情報
じょうほう

も含めて
ふ く   

適切
てきせつ

に保護
ほ ご

されているほか、

国際
こくさい

連合
れんごう

で採択
さいたく

された「公的
こうてき

統計
とうけい

の基本
き ほ ん

原則
げんそく

」を踏まえた
ふ    

基本
き ほ ん

理念
り ね ん

も定めて
さ だ   

お

り、統計
とうけい

の収 集
しゅうしゅう

及び
お よ  

利用
り よ う

に関する
か ん   

倫理上
りんりじょう

の原則
げんそく

が遵守
じゅんしゅ

されている。また、公的
こうてき

統計
とうけい

については、その所在
しょざい

に関する
か ん   

情報
じょうほう

も含め
ふ く  

、インターネットその他
  た

の方法
ほうほう
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により適切
てきせつ

に公表
こうひょう

を行って
おこな   

いる。 

210.国
くに

の行政
ぎょうせい

機関
き か ん

により収 集
しゅうしゅう

された障害者
しょうがいしゃ

の個人
こ じ ん

情報
じょうほう

は、「行政
ぎょうせい

機関
き か ん

の保有
ほ ゆ う

する個人
こ じ ん

情報
じょうほう

の保護
ほ ご

に関する
か ん   

法律
ほうりつ

」に基づき
も と   

、適切
てきせつ

に取り扱われる
と  あ つ か    

。同法
どうほう

の規定
き て い

に違反
い は ん

した場合
ば あ い

には刑罰
けいばつ

が課せられる
か      

。同法
どうほう

は、個人
こ じ ん

情報
じょうほう

の保護
ほ ご

に関する
か ん   

国際的
こくさいてき

な基準
きじゅん

であるOECD8原則
げんそく

を具体化
ぐ た い か

しているものであり、国際的
こくさいてき

に

受け入れられた
う  い     

規範
き は ん

を遵守
じゅんしゅ

している。 

また、国家
こ っ か

公務員法
こうむいんほう

第100条
だい   じょう

では、国家
こ っ か

公務員
こうむいん

は、職務上
しょくむじょう

知る
し  

ことができた

秘密
ひ み つ

を漏らして
も    

はならない旨
むね

規定
き て い

している。 

211.なお、本条
ほんじょう

に関して
か ん   

は、政策
せいさく

委員会
いいんかい

より、次
つぎ

のような指摘
し て き

がなされている。

（より詳しく
く わ   

は、付属
ふ ぞ く

文書
ぶんしょ

を参照
さんしょう

のこと） 

障害者
しょうがいしゃ

に関する
か ん   

政策
せいさく

の監視
か ん し

・評価
ひょうか

に使える
つ か   

水準
すいじゅん

の統計
とうけい

が、国
くに

・地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

ともに不足
ふ そ く

しており、日本
に ほ ん

の人口
じんこう

全体
ぜんたい

を対象
たいしょう

とした調査
ちょうさ

の実施
じ っ し

や男女
だんじょ

別
べつ

統計
とうけい

の

実施
じ っ し

を徹底
てってい

すべきである。 

（統計
と うけい

・データについては、Ⅰ「条約
じょうやく

締結
ていけつ

に至る
い た  

経緯
け い い

と現状
げんじょう

」参照
さんしょう

） 

 

第 32 条
だ い  じ ょ う

  国際
こ く さ い

協力
きょうりょく

 

212.障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

においては、国
くに

が、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じ り つ

及び
お よ  

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

を国際的
こくさいてき

協 調
きょうちょう

の下
もと

に推進
すいしん

するため、外国
がいこく

政府
せ い ふ

、国際
こくさい

機関
き か ん

又
また

は関係
かんけい

団体
だんたい
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等
とう

との情報
じょうほう

の交換
こうかん

その他
  た

必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

ずるように努める
つ と   

旨
むね

規定
き て い

されている

（障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第 30条
だい  じょう

）。 

213.我が国
わ  く に

は、開発
かいはつ

協 力
きょうりょく

大綱
たいこう

に基づき
も と   

、人間
にんげん

の安全
あんぜん

保障
ほしょう

を推進
すいしん

する観点
かんてん

から開発
かいはつ

途上
とじょう

国
こく

の障害者
しょうがいしゃ

に対する
た い   

支援
し え ん

や障害者
しょうがいしゃ

に配慮
はいりょ

した 協 力
きょうりょく

を実施
じ っ し

している。

支援
し え ん

は主
おも

に有償
ゆうしょう

資金
し き ん

協 力
きょうりょく

、無償
むしょう

資金
し き ん

協 力
きょうりょく

及び
お よ  

技術
ぎじゅつ

協 力
きょうりょく

により実施
じ っ し

してい

る。有償
ゆうしょう

資金
し き ん

協 力
きょうりょく

では、鉄道
てつどう

建設
けんせつ

、空港
くうこう

建設
けんせつ

等
とう

においてバリアフリー化
     か

を

図った
は か   

設計
せっけい

を行う
おこな 

など、障害者
しょうがいしゃ

の利用
り よ う

に配慮
はいりょ

した協 力
きょうりょく

を行って
おこな  

いる。無償
むしょう

資金
し き ん

協 力
きょうりょく

では、障害者
しょうがいしゃ

の利用
り よ う

に配慮
はいりょ

した協 力
きょうりょく

を実施
じ っ し

するとともに、障害者
しょうがいしゃ

のためのリハビリテーション施設
し せ つ

や 職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

施設
し せ つ

の整備
せ い び

等
とう

の協 力
きょうりょく

を行って
おこな  

いるほか、日本
に ほ ん

NGO連携
れんけい

無償
むしょう

資金
し き ん

協 力
きょうりょく

を通じて
つ う   

日本
に ほ ん

の NGO による障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

（障害児
しょうがいじ

の普通
ふ つ う

学校
がっこう

通学
つうがく

支援
し え ん

、職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

、車椅子
くるまいす

供与
きょうよ

等
とう

）に資金面
しきんめん

で協 力
きょうりょく

し

ている。技術
ぎじゅつ

協 力
きょうりょく

では、開発
かいはつ

途上
とじょう

国
こく

の障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

と権利
け ん り

の実現
じつげん

に

向けて
む   

、独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

国際
こくさい

協 力
きょうりょく

機構
き こ う

（JICA）を通じて
つ う   

、障害者
しょうがいしゃ

を対象
たいしょう

とし

た取組
とりくみ

に加え
く わ  

、開発
かいはつ

プロセスへの分野
ぶ ん や

に障害者
しょうがいしゃ

の参加
さ ん か

も支援
し え ん

しており、障害者
しょうがいしゃ

を専門家
せんもんか

及び
お よ  

JICAボランティアとして派遣
は け ん

することも行って
おこな  

いる。 

214.その他
  た

にも、アジア太平洋
たいへいよう

地域
ち い き

への協 力
きょうりょく

として、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）に対する
た い   

日本
に ほ ん

エスカップ協 力
きょうりょく

基金
き き ん

（JECF）を通じた
つ う   

活動
かつどう

支援
し え ん

等
とう

を実施
じ っ し

してきた。 
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第 33 条
だ い  じ ょ う

  国内
こく な い

における実施
じ っ し

及び
お よ  

監視
か ん し

 

215. 我が国
わ  く に

における中央
ちゅうおう

連絡先
れんらくさき

は、内閣府
ないかくふ

政策
せいさく

統括官
とうかつかん

（共生
きょうせい

社会
しゃかい

政策
せいさく

担当
たんとう

）付
づき

参事官
さんじかん

（障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

担当
たんとう

）付
づき

及び
お よ  

外務省
がいむしょう

総合
そうごう

外交
がいこう

政策局
せいさくきょく

人権
じんけん

人道課
じんどうか

であり、政
せい

府内
ふ な い

における調整
ちょうせい

のための仕組み
し く  

については、内閣府
ないかくふ

政策
せいさく

統括官
とうかつかん

（共生
きょうせい

社会
しゃかい

政策
せいさく

担当
たんとう

）付
づき

参事官
さんじかん

（障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

担当
たんとう

）付
づき

が担当
たんとう

する。 

216.障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

の実施
じ っ し

を促進
そくしん

するための枠組み
わ く ぐ  

に関して
か ん   

、障害
しょうがい

及び
お よ  

障害者
しょうがいしゃ

に対する
た い   

国民
こくみん

の関心
かんしん

、理解
り か い

を深める
ふ か   

とともに、障害者
しょうがいしゃ

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

意識
い し き

の

高揚
こうよう

を図る
は か  

ため、1995年
ねん

から、毎年
まいとし

12月
がつ

3日
にち

から 9日
にち

までの 1週間
しゅうかん

を「障害者
しょうがいしゃ

週間
しゅうかん

」としている。前後
ぜ ん ご

の期間
き か ん

も含め
ふ く  

、全国
ぜんこく

で、官民
かんみん

にわたって多彩
た さ い

な行事
ぎょうじ

を

集 中 的
しゅうちゅうてき

に実施
じ っ し

するなど、積極的
せっきょくてき

な啓発
けいはつ

・広報
こうほう

活動
かつどう

を実施
じ っ し

している。 

217.人権
じんけん

擁護
よ う ご

に携わる
たずさ  

行政
ぎょうせい

機関
き か ん

として法務省
ほうむしょう

に人権
じんけん

擁護局
ようごきょく

が設けられて
も う     

おり、そ

の下部
か ぶ

機関
き か ん

として、法務局
ほうむきょく

人権
じんけん

擁護部
よ う ご ぶ

（全国
ぜんこく

8か所
か し ょ

）、地方
ち ほ う

法務局
ほうむきょく

人権
じんけん

擁護課
よ う ご か

（全国
ぜんこく

42か所
か し ょ

）及び
お よ  

これらの支局
しきょく

（全国
ぜんこく

263か所
 し ょ

（2015年
ねん

4月
がつ

1日
にち

現在
げんざい

））が設けられて
も う     

い

る。また、我が国
わ  く に

においては、全国
ぜんこく

で約
やく

1
１

万 4000人
まん     にん

の人権
じんけん

擁護
よ う ご

委員
い い ん

（法務
ほ う む

大臣
だいじん

が

委嘱
いしょく

した民間
みんかん

のボランティア）が、法務省
ほうむしょう

人権
じんけん

擁護局
ようごきょく

、法務局
ほうむきょく

・地方
ち ほ う

法務局
ほうむきょく

と

協 力
きょうりょく

して、人権
じんけん

擁護
よ う ご

活動
かつどう

を行って
おこな   

おり、以上
いじょう

の法務省
ほうむしょう

人権
じんけん

擁護局
ようごきょく

、法務局
ほうむきょく

人権
じんけん

擁護部
よ う ご ぶ

・地方
ち ほ う

法務局
ほうむきょく

人権
じんけん

擁護課
よ う ご か

及び
お よ  

これらの支局
しきょく

並び
な ら  

に人権
じんけん

擁護
よ う ご

委員
い い ん

を総称
そうしょう

し
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て、「法務省
ほうむしょう

の人権
じんけん

擁護
よ う ご

機関
き か ん

」と呼んで
よ   

いる。 

218.法務省
ほうむしょう

の人権
じんけん

擁護
よ う ご

機関
き か ん

では、人権
じんけん

教育
きょういく

・啓発
けいはつ

推進法
すいしんほう

第 7条
だい じょう

に基づき
も と   

策定
さくてい

した

「人権
じんけん

教育
きょういく

・啓発
けいはつ

に関する
か ん   

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」により、各種
かくしゅ

啓発
けいはつ

活動
かつどう

を実施
じ っ し

している。

具体的
ぐたいてき

には、「障害
しょうがい

のある人
ひと

の自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

を進めよう
す す    

」を啓発
けいはつ

活動
かつどう

の年間
ねんかん

強 調
きょうちょう

事項
じ こ う

の一つ
ひ と  

として掲げ
か か  

、講演会
こうえんかい

や座談会
ざだんかい

の開催
かいさい

、啓発
けいはつ

冊子
さ っ し

等
など

の配布
は い ふ

、各種
かくしゅ

イベントにおける啓発
けいはつ

活動
かつどう

を実施
じ っ し

している。 

219.人権
じんけん

教育
きょういく

・啓発
けいはつ

推進法
すいしんほう

第 6条
だい じょう

では、国民
こくみん

は、人権
じんけん

尊重
そんちょう

の精神
せいしん

の涵養
かんよう

に努める
つ と   

とともに、人権
じんけん

が尊重
そんちょう

される社会
しゃかい

の実現
じつげん

に寄与
き よ

するよう努めなければ
つ と        

ならない

と明記
め い き

している。同法
どうほう

第 7条
だい じょう

に基づき
も と   

策定
さくてい

した「人権
じんけん

教育
きょういく

・啓発
けいはつ

に関する
か ん  

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」において、人権
じんけん

教育
きょういく

・啓発
けいはつ

の推進
すいしん

については、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

や公益
こうえき

法人
ほうじん

、

民間
みんかん

団体
だんたい

、企業
きぎょう

等
とう

の果たす
は   

役割
やくわり

が極めて
き わ   

大きく
お お   

、これらの団体
だんたい

等
とう

が、それぞれ

の分野
ぶ ん や

及び
お よ  

立場
た ち ば

において、必要
ひつよう

に応じて
お う   

有機的
ゆうきてき

な連携
れんけい

を保ちながら
たも       

、人権
じんけん

教育
きょういく

・啓発
けいはつ

に関する
か ん   

基本
き ほ ん

計画
けいかく

の趣旨
し ゅ し

に沿った
そ   

自主的
じしゅてき

な取組
とりくみ

を展開
てんかい

することを

期待
き た い

するとともに、当該
とうがい

計画
けいかく

の実施
じ っ し

に当たって
あ    

は、これらの団体
だんたい

等
とう

の取組
とりくみ

や意見
い け ん

にも配慮
はいりょ

する必要
ひつよう

があると明記
め い き

している。 

220.障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

の実施
じ っ し

を保護
ほ ご

するための枠組み
わ く ぐ  

に関して
か ん   

、法務省
ほうむしょう

の人権
じんけん

擁護
よ う ご

機関
き か ん

では、全国
ぜんこく

の法務局
ほうむきょく

・地方
ち ほ う

法務局
ほうむきょく

において、障害者
しょうがいしゃ

の人権
じんけん

問題
もんだい

を含む
ふ く  

あらゆる人権
じんけん

問題
もんだい

について相談
そうだん

に応じて
お う   

おり、人権
じんけん

侵害
しんがい

の疑い
うたが 

のある事案
じ あ ん

を
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認知
に ん ち

した場合
ば あ い

は、人権
じんけん

侵犯
しんぱん

事件
じ け ん

として調査
ちょうさ

を行い
おこな 

、関係
かんけい

機関
き か ん

とも連携
れんけい

・協 力
きょうりょく

し、

事案
じ あ ん

に応じた
お う   

適切
てきせつ

な措置
そ ち

を講じて
こ う   

いる（法務省
ほうむしょう

設置法
せっちほう

第 4条
だい じょう

第 26号
だい  ごう

、同条
どうじょう

第 29号
だい  ごう

、人権
じんけん

擁護
よ う ご

委員法
いいんほう

第 11条
だい  じょう

、人権
じんけん

侵犯
しんぱん

事件
じ け ん

調査
ちょうさ

処理
し ょ り

規程
き て い

（法務
ほ う む

大臣
だいじん

訓令
くんれい

））。

なお、2014年
ねん

の障害者
しょうがいしゃ

を被害者
ひがいしゃ

とする暴行
ぼうこう

虐待
ぎゃくたい

、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

施設
し せ つ

における侵犯
しんぱん

、

差別
さ べ つ

待遇
たいぐう

、強制
きょうせい

強要
きょうよう

についての人権
じんけん

相談
そうだん

件数
けんすう

は 2，818件
けん

であり、人権
じんけん

侵犯事
しんぱんじ

件数
けんかず

は 448件
けん

となっている。 

221.障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

の実施
じ っ し

の促進
そくしん

、保護
ほ ご

、監視
か ん し

の全般
ぜんぱん

にわたる枠組み
わ く ぐ  

に関して
か ん   

、

障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

においては、内閣府
ないかくふ

に、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

及び
お よ  

社会
しゃかい

参加
さ ん か

に

関する
か ん   

事業
じぎょう

の従事者
じゅうじしゃ

、学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

30人
にん

以内
い な い

で構成
こうせい

される審
しん

議会
ぎ か い

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

」を置く
お  

こととしている（障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

第 32条
だい  じょう

、第 33条
だい  じょう

）。その構成
こうせい

については、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  

障害者
しょうがいしゃ

の実情
じつじょう

を踏まえた
ふ    

協議
きょうぎ

を行う
おこな 

ことができるよう配慮
はいりょ

することとされており（同法
どうほう

第 33条
だい  じょう

第２項
だい こう

）、現在
げんざい

の

構成員
こうせいいん

の半数
はんすう

が障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

又
また

はその家族
か ぞ く

の代表
だいひょう

から構成
こうせい

されている。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

又
また

は変更
へんこう

について意見
い け ん

を述べる
の   

ほか、

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

についての調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

、実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

の監視
か ん し

などを行い
おこな 

、必要
ひつよう

に

応じて
お う   

内閣
ないかく

総理
そ う り

大臣
だいじん

に対して
た い   

意見
い け ん

を述べる
の   

こと等
とう

ができることとされている

（同法
どうほう

第 11条
だい  じょう

第 4項
だい こう

及び
お よ  

第 9項
だい こう

、第 32条
だい  じょう

第 2項
だい こう

）。この政策
せいさく

委員会
いいんかい

が、本条約
ほんじょうやく

第 33条
だい  じょう

にいう監視
か ん し

するための枠組み
わ く ぐ  

を担って
に な   

おり、条約
じょうやく

の実施
じ っ し

の監視
か ん し

は、政策
せいさく



90 
 

委員会
いいんかい

が、障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

の方針
ほうしん

の根本
こんぽん

を成す
な  

障害者
しょうがいしゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

が本条約
ほんじょうやく

の趣旨
し ゅ し

に

沿って
そ   

実施
じ っ し

されているかを監視
か ん し

することによって行われる
おこな    

。政策
せいさく

委員会
いいんかい

におい

ては、2015年
ねん

５月
 が つ

から、本報告
ほんほうこく

の提出
ていしゅつ

を視野
し や

に入れて
い れ て

第 3次
だ い  じ

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

の監視
か ん し

を行い
おこな 

、同年
どうねん

９月
 が つ

にその結果
け っ か

を文書
ぶんしょ

として取りまとめた
と      

。

（同文書
どうぶんしょ

は付属
ふ ぞ く

資料
しりょう

参照
さんしょう

） 

222.また、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

においては、都道府県
と ど う ふけ ん

や市町村
しちょうそん

において、当該
とうがい

都道府県
と ど う ふけ ん

又
また

は市町村
しちょうそん

の障害者
しょうがいしゃ

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

について調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

し、及び
お よ  

その実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

を監視
か ん し

する合議制
ごうぎせい

の機関
き か ん

を置く
お  

（市町村
しちょうそん

においては「置く
お  

こと

ができる」）こととされており、また、当該
とうがい

機関
き か ん

の委員
い い ん

の構成
こうせい

については、

当該機関
とうがいきかん

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  

障害者
しょうがいしゃ

の実情
じつじょう

を踏まえた
ふ    

調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

を

行う
おこな  

こととなるよう配慮
はいりょ

されなければならないこととされている。

（障害者基本法第
しょうがいしゃきほんほうだい

36条
じょう

）。                                 

（了） 


