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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

について 

 

平 成
へ い せ い

2 7年
ね ん

９ 月
  がつ

 

障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

 

 

我が国
わ  くに

は、2014年
ねん

１月
  がつ

に障害者
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

「権利
け ん り

条約
じょうやく

」と

いう。）を批准
ひじゅん

し、同年
どうねん

２月
  がつ

に同条約
どうじょうやく

が発効
はっこう

した。締約
ていやく

国
こく

は権利
け ん り

条約
じょうやく

の発効
はっこう

後
ご

２年
ねん

以内
い な い

に、国連
こくれん

障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関する
かん    

委員会
いいんかい

に条約
じょうやく

の実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

に係る
かか  

報告
ほうこく

を提
てい

出
しゅつ

することとされており、また、我が国
わ  くに

における政府
せ い ふ

報告
ほうこく

の作成
さくせい

に当
あ

たっては、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

を通じて
つう   

、障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

（以
い

下
か

「政策
せいさく

委員会
いいんかい

」という。）から意見
い け ん

を聴取
ちょうしゅ

し、反映
はんえい

することとされてい

る。そこで、今般
こんぱん

、権利
け ん り

条約
じょうやく

に基づく
もと   

政府
せ い ふ

報告
ほうこく

の提出
ていしゅつ

を視野
し や

に入れて
い   

、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

の実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

の監視
か ん し

を行
おこな

ったものである。 

 

監視
か ん し

に当たって
あ    

は、国連
こくれん

障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関する
かん    

委員会
いいんかい

の前
ぜん

委員長
いいんちょう

であるロ

ン・マッカラム氏
し

（シドニー大学
だいがく

名誉
め い よ

教授
きょうじゅ

）を招聘
しょうへい

し、同委員会
どういいんかい

による政府
せ い ふ

報告
ほうこく

審査
し ん さ

の視点
し て ん

や、締約
ていやく

国
こく

と同委員会
どういいんかい

との建設的
けんせつてき

対話
た い わ

の在り方
あ  かた

について御講
ご こ う

演
えん

いた

だき、意見
い け ん

交換
こうかん

を行う
おこな  

など、政策
せいさく

委員会
いいんかい

の各委員
かくいいん

が監視
か ん し

に当たって
あ    

の心構え
こころがま  

を

共有
きょうゆう

することにも努め
つと  

た。 

 



 
 

 

監視
か ん し

は、現時点
げんじてん

における第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

に沿って
そ   

、

関係府省
かんけいふしょう

から取組
とりくみ

状 況
じょうきょう

を聴取
ちょうしゅ

しながら、議論
ぎ ろ ん

を行う
おこな  

ことを基本
き ほ ん

とした。 

 このうち、特
とく

に、「成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

も含めた
ふ く め た

意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

など」、「精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

・

医療
いりょう

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

など」、「インクルーシ

ブ教育
きょういく

システム、雇用
こ よ う

など」、「情報
じょうほう

アクセシビリティ」の４つのテーマに

ついては、監視
か ん し

における重点
じゅうてん

課題
か だ い

と位置付け
い ち づ  

、政策
せいさく

委員会
いいんかい

における議論
ぎ ろ ん

と並行
へいこう

して、別途
べ っ と

、それぞれのテーマを議論
ぎ ろ ん

するため、４つのワーキング・セッショ

ンを開催
かいさい

することとした。 

各
かく

ワーキング・セッションにおいては、３、４名
めい

の政策
せいさく

委員会
いいんかい

委員
い い ん

がコーデ

ィネーターを務め
つと  

、当該
とうがい

テーマに造詣
ぞうけい

の深い
ふか  

障害者
しょうがいしゃ

、関係
かんけい

団体
だんたい

、有識者
ゆうしきしゃ

を選び
えら  

、

参加
さ ん か

を得た
え  

上
うえ

で、意見
い け ん

聴取
ちょうしゅ

を行いつつ
おこな      

、掘り下げた
ほ  さ   

議論
ぎ ろ ん

を行
おこな

った。 

 

さらに、政策
せいさく

委員会
いいんかい

においては、「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

に関する
かん   

統計
とうけい

」

という分野
ぶ ん や

横断的
おうだんてき

なテーマについても議論
ぎ ろ ん

を行う
おこな  

とともに、特
とく

に、ワーキン

グ・セッションで議論
ぎ ろ ん

した「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

」、「インクルーシ

ブ教育
きょういく

システム」については、重ねて
かさ   

、政策
せいさく

委員会
いいんかい

全体
ぜんたい

で議論
ぎ ろ ん

を深めた
ふか   

ところ

である。 

 



 
 

以上
いじょう

、政策
せいさく

委員会
いいんかい

においては、本年
ほんねん

５月
がつ

以降
い こ う

、４つのワーキング・セッショ

ンにおける議論
ぎ ろ ん

（計８回
けい  かい

）及び
お よ  

ワーキング・セッションの議論
ぎ ろ ん

を踏まえた
ふ    

全分野
ぜんぶんや

にわたる議論
ぎ ろ ん

（計５回
けい  かい

）を行い
おこな  

、全体
ぜんたい

で、計 13回
けい  かい

の審議
し ん ぎ

を経て
へ  

、「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

～」をとりまとめた。そ

の中
なか

では、政策
せいさく

委員会
いいんかい

委員
い い ん

の意見
い け ん

とともに、特
とく

に関係
かんけい

する省 庁
しょうちょう

から政策
せいさく

委員会
いいんかい

で示された
しめ     

見解
けんかい

も盛り込み
も  こ  

、紹介
しょうかい

している。 

 

本年
ほんねん

は、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

期間
き か ん

の中間
ちゅうかん

年
ねん

であり、今後
こ ん ご

、残され
のこ   

た

期間
き か ん

における基本
き ほ ん

計画
けいかく

の実施
じ っ し

に当たって
あ    

は、各府省
かくふしょう

において、「議論
ぎ ろ ん

の整理
せ い り

」

を十分
じゅうぶん

踏まえて
ふま     

関係
かんけい

施策
し さ く

を展開
てんかい

することを期待
き た い

するものである。 
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Ⅲ 分野
ぶ ん や

別
べつ

施策
し さ く

の基本的
きほんてき

方向
ほうこう

               

１．生活
せいかつ

支援
し え ん

 

（１）成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

も含めた
ふく   

意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

【WSⅠ】 

【論点
ろんてん

】成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

は権利
け ん り

条約
じょうやく

に抵触
ていしょく

するのではないか。 

① 権利
け ん り

条約
じょうやく

は代理
だ い り

決定
けってい

を否定
ひ て い

しており、取消権
とりけしけん

を中心
ちゅうしん

とした保護
ほ ご

主義的
しゅぎてき

な

代行型
だいこうがた

の枠組み
わくぐ  

である成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

は権利
け ん り

条約
じょうやく

に抵触
ていしょく

するのではないか。 

② 意思
い し

決定
けってい

をする事項
じ こ う

の中
なか

には、簡単
かんたん

な行為
こ う い

から高度
こ う ど

な法律
ほうりつ

行為
こ う い

まであり、

内容
ないよう

を理解
り か い

できない事項
じ こ う

については意思
い し

決定
けってい

できない。本人
ほんにん

に取り返し
と  か え  

のつ

かない不利益
ふ り え き

を及ぼす
およ   

重要
じゅうよう

事項
じ こ う

の決定
けってい

には、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

による権利
け ん り

擁護
よ う ご

が必要
ひつよう

であり、権利
け ん り

条約
じょうやく

の理念
り ね ん

に適って
かな   

いる。 

 

（法務省
ほうむしょう

） 

法務省
ほうむしょう

としては、我が国
わ  くに

の成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

は条約
じょうやく

に抵触
ていしょく

するものではないと

認識
にんしき

している。民法上
みんぽうじょう

、成年
せいねん

後見人
こうけんにん

は、本人
ほんにん

（成年被
せいねんひ

後見人
こうけんにん

）の意思
い し

を尊重
そんちょう

し、

心身
しんしん

の状態
じょうたい

及び
お よ  

生活
せいかつ

状 況
じょうきょう

に配慮
はいりょ

する義務
ぎ む

を負って
お   

いる（民法
みんぽう

第 858条
だい   じょう

）ほか、

本人
ほんにん

の利益
り え き

を保護
ほ ご

するために各種
かくしゅ

の措置
そ ち

が講じ
こう  

られており、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

（条約
じょうやく

第 12条
だい  じょう

第４項
だい  こう

）が図ら
はか  

れている。なお、仮に
かり  

本人
ほんにん

による意思
い し

決定
けってい

が事実上
じじつじょう

不可能
ふ か の う

な場合
ば あ い

（例えば
たと   

、重度
じゅうど

の認知症
にんちしょう

患者
かんじゃ

など）
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にまで一律
いちりつ

に成年
せいねん

後見人
こうけんにん

等
とう

の代理権
だいりけん

を認めない
み と     

とすると、本人
ほんにん

は事実上
じじつじょう

何ら
なん  

の

法律
ほうりつ

行為
こ う い

をすることができないことになりかねず、かえって本人
ほんにん

の保護
ほ ご

に欠け
か  

るおそれがあると考
かんが

えられる。 

 

【論点
ろんてん

】成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

そのものに限界
げんかい

があるのではないか。 

① 本人
ほんにん

の意思
い し

の確認
かくにん

が困難
こんなん

であり、やむを得ず
   え  

代理
だ い り

決定
けってい

をする場合
ば あ い

でも、成年
せいねん

後見
こうけん

を限定的
げんていてき

なもの、最後
さ い ご

の手段
しゅだん

として位置付け
い ち づ  

、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

も含めた
ふく   

制度
せ い ど

運用
うんよう

の改善
かいぜん

を図
はか

るべきである。 

② 法律
ほうりつ

専門
せんもん

職
しょく

が成年
せいねん

後見人
こうけんにん

に突然
とつぜん

選任
せんにん

されても意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

までは及
およ

ばない

という現実
げんじつ

もある。成年
せいねん

後見人
こうけんにん

が一人
ひ と り

で対応
たいおう

するのでなく、普段
ふ だ ん

の生活
せいかつ

を

熟知
じゅくち

した家族
か ぞ く

・関係者
かんけいしゃ

や、福祉
ふ く し

の専門
せんもん

職
しょく

等
とう

の意思
い し

決定
けってい

を支援
し え ん

する者
もの

が継続的
けいぞくてき

に集
あつ

まり、本人
ほんにん

を中心
ちゅうしん

に協議
きょうぎ

するなど、相談
そうだん

・連携
れんけい

できる体制づくり
たいせい      

が必要
ひつよう

である。 

③ 本人
ほんにん

の意思
い し

の確認
かくにん

、本人
ほんにん

の意思
い し

に沿った
そ   

決定
けってい

は難
むずか

しいものであり、

中長期的
ちゅうちょうきてき

な課題
か だ い

とせざるを得ない
    え   

が、まずは、広く
ひ ろ  

モデル事例
じ れ い

を蓄積
ちくせき

しな

がら、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

を促進
そくしん

するべきではないか。 

④ 本人
ほんにん

に判断
はんだん

能力
のうりょく

がないことが成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

を利用
り よ う

する前提
ぜんてい

である一方
いっぽう

で、

身上
しんじょう

配慮
はいりょ

義務
ぎ む

が求められながら
もと          

も、本人
ほんにん

意思
い し

の尊重
そんちょう

のあり方
     かた

は未整理
み せ い り

で

ある。この点
てん

の議論
ぎ ろ ん

が喫緊
きっきん

の課題
か だ い

であり、運用上
うんようじょう

の研究
けんきゅう

・検証
けんしょう

を重
かさ

ねた上
うえ



3 
 

で初めて
はじ   

、現行
げんこう

の成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

と権利
け ん り

条約
じょうやく

の関係
かんけい

を論
ろん

ずることができるの

ではないか。 

 

【論点
ろんてん

】家庭
か て い

裁判所
さいばんしょ

の負担
ふ た ん

が重い
おも  

のではないか。 

① 家庭
か て い

裁判所
さいばんしょ

が本来
ほんらい

業務
ぎょうむ

に加えて
くわ   

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

を担って
にな   

いるのは、

過重
かじゅう

な負担
ふ た ん

ではないか。諸
しょ

外国
がいこく

では行政
ぎょうせい

機関
き か ん

が監督
かんとく

業務
ぎょうむ

を担
にな

うことが多く
お お  

、

我が国
わ  くに

においても中長期的
ちゅうちょうきてき

な施策
し さ く

として、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

に知見
ち け ん

がある機関
き か ん

が法人
ほうじん

後見人
こうけんにん

や成年
せいねん

後見人
こうけんにん

などの支援
し え ん

を担う
にな  

方向性
ほうこうせい

を目指す
め ざ  

ことが現実的
げんじつてき

である。 

② 本人
ほんにん

の意向
い こ う

に沿った
そ   

意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

に係る
か か  

ガイドラインのようなものを、生活
せいかつ

の場
ば

、人生
じんせい

設計
せっけい

の場
ば

、生命
せいめい

にかかわる場
ば

という３層
そう

構造
こうぞう

で作
つく

れるのではない

か。また、意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

のあり方
    かた

について関係者間
かんけいしゃかん

で軋轢
あつれき

が生じた
しょう   

際
さい

に、

調整
ちょうせい

・判断
はんだん

を担う
にな  

機関
き か ん

があれば足
た

りるのではないか。 

③ 市町村
しちょうそん

が実施
じ っ し

する地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎょう

において、市民
し み ん

後見人
こうけんにん

の活用
かつよう

を含
ふく

めた

法人
ほうじん

後見
こうけん

の活動
かつどう

を支援
し え ん

することも模索
も さ く

されている。現場
げ ん ば

での意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

を

厚く
あつ  

して、最後
さ い ご

の段階
だんかい

で家庭
か て い

裁判所
さいばんしょ

が機能
き の う

・役割
やくわり

を果たす
は   

という分担
ぶんたん

も考
かんが

え

られる。 

 

（２） 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

【WSⅡ】 

【論点
ろんてん

】どのような場合
ば あ い

でも地域
ち い き

で生活
せいかつ

することが可能
か の う

であるべきではないか。 



4 
 

① 地域
ち い き

によって水準
すいじゅん

に差異
さ い

が生
しょう

じないよう、人間らしく
にんげん    

生
い

きられるための

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

をしてほしい。 

② グループホーム等
とう

地域
ち い き

での居住
きょじゅう

支援
し え ん

は評価
ひょうか

するが、喀痰
かくたん

吸引
きゅういん

など医療的
いりょうてき

ケ

アを必要
ひつよう

とする人
ひと

に対応
たいおう

するには、今
いま

の報酬
ほうしゅう

は低水準
ていすいじゅん

である。 

③ 進行性
しんこうせい

疾患
しっかん

の難病
なんびょう

患者
かんじゃ

に対する
たい   

、病態
びょうたい

や生活
せいかつ

状態
じょうたい

の変化
へ ん か

に対応
たいおう

した医療
いりょう

や福祉
ふ く し

、施策
し さ く

の総合的
そうごうてき

な相談
そうだん

窓口
まどぐち

が身近
み ぢ か

なところに整備
せ い び

されるべきである。 
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【論点
ろんてん

】医療的
いりょうてき

ケアを必要
ひつよう

とする子供
こ ど も

の育ち
そだ  

をどう支
ささ

えるのか。 

① 医療的
いりょうてき

ケアを要する
よう   

子供
こ ど も

は常時
じょうじ

介護
か い ご

が必要
ひつよう

にもかかわらず、市町村
しちょうそん

によって

は福祉
ふ く し

サービスの運用
うんよう

が硬直的
こうちょくてき

なところもあり、保護者
ほ ご し ゃ

に過重
かじゅう

な負担
ふ た ん

とな

っている。 

② 医療型
いりょうがた

障害児
しょうがいじ

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

は、施設内
しせつない

で 24時間
じ か ん

365日
にち

を完結
かんけつ

する制度
せ い ど

であり、

保護者
ほ ご し ゃ

としては、子供
こ ど も

のことを考える
かんが   

と、医療的
いりょうてき

ケアの負担
ふ た ん

がありながらも

入所
にゅうしょ

という選択
せんたく

はしづらい。 

③ 療養
りょうよう

介護
か い ご

の利用
り よ う

条件
じょうけん

は障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

５以上
いじょう

であり、進行性
しんこうせい

の難病
なんびょう

の子供
こ ど も

の場合
ば あ い

は、医療型
いりょうがた

障害児
しょうがいじ

入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

が利用
り よ う

できるが、療養
りょうよう

介護
か い ご

は利用
り よ う

できな

い可能性
かのうせい

がある。 

④ ある調査
ちょうさ

によれば、７割
  わり

以上
いじょう

の親
おや

が学校
がっこう

での付き添い
つ  そ  

をさせられており、

付き添い
つ  そ  

をしている親
おや

のほぼ全員
ぜんいん

が医療的
いりょうてき

ケアも行って
おこな   

いる。喀痰
かくたん

吸引
きゅういん

等
とう

の制度
せ い ど

が最大限
さいだいげん

有効
ゆうこう

活用
かつよう

され、保育
ほ い く

・教育
きょういく

の場
ば

でも医療的
いりょうてき

ケアが提供
ていきょう

され

るように、研修費
けんしゅうひ

の補助
ほ じ ょ

をしたり、医療的
いりょうてき

ケア実施
じ っ し

体制
たいせい

の補助費
ほ じ ょ ひ

を付
つ

けたり

してほしい。 
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２．保健
ほ け ん

・医療
いりょう

  

（１）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

【WSⅡ】 

【論点
ろんてん

】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

を改善
かいぜん

すべきではないか。 

① 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 33条
だい  じょう

の妥当性
だとうせい

につ

いては、再検証
さいけんしょう

をする必要
ひつよう

がある。 

② 医療
いりょう

保護
ほ ご

入院
にゅういん

は、民間人
みんかんじん

が民間人
みんかんじん

に対して
たい   

強 制 力
きょうせいりょく

を行使
こ う し

するという形態
けいたい

になっており、国際的
こくさいてき

に理解
り か い

を得る
え  

のは難
むずか

しい。 

③ 近年
きんねん

の医療
いりょう

保護
ほ ご

入院
にゅういん

の増加
ぞ う か

について、本人
ほんにん

の意思
い し

が反映
はんえい

されない傾向
けいこう

が強
つよ

くなっているとの見方
み か た

がある一方
いっぽう

で、症 状
しょうじょう

悪化
あ っ か

時
じ

に緊急
きんきゅう

介入
かいにゅう

するという

考え方
かんが かた

のもとでの在院
ざいいん

日数
にっすう

の短期化
た ん き か

と入院
にゅういん

回数
かいすう

の増加
ぞ う か

という要因
よういん

等
とう

も踏
ふ

ま

えれば、本人
ほんにん

意思
い し

の軽視
け い し

、権利
け ん り

侵害
しんがい

の拡大
かくだい

と判断
はんだん

するのは早計
そうけい

との見方
み か た

もあ

る。この点
てん

は検証
けんしょう

を要
よう

する。 

④ 医
い

療法
りょうほう

の特例
とくれい

の中
なか

で精神科
せいしんか

医師
い し

は48床
しょう

に１人
ひ と り

とされているが、精神科
せいしんか

医療
いりょう

の機能
き の う

に応じた
おう   

適切
てきせつ

な人員
じんいん

配置
は い ち

が必要
ひつよう

ではないか。 

⑤ 精神
せいしん

保健
ほ け ん

指定医
し て い い

制度
せ い ど

においては、精神
せいしん

医療
いりょう

審査会
しんさかい

に対する
たい   

処遇
しょぐう

改善
かいぜん

請求
せいきゅう

等
とう

があるとはいえ、入 院 中
にゅういんちゅう

の患者
かんじゃ

の行動
こうどう

制限
せいげん

に関して
かん   

一人
ひ と り

の精神
せいしん

保健
ほ け ん

指定医
し て い い

に権限
けんげん

が集 中
しゅうちゅう

する構造
こうぞう

となっている。 
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⑥ 精神科
せいしんか

病棟
びょうとう

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

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。 

⑦ 精神
せいしん

医療
いりょう

審査会
しんさかい

の審査
し ん さ

結果
け っ か

について、「他
た

の入院
にゅういん

形態
けいたい

への移行
い こ う

が適当
てきとう

」又
また

は

「入院
にゅういん

継続
けいぞく

不要
ふ よ う

」とされた件数
けんすう

は 26万件
まんけん

のうち 9件
けん

、改善
かいぜん

処遇
しょぐう

請求
せいきゅう

308件
けん

に

対
たい

して「入院
にゅういん

又
また

は処遇
しょぐう

は不適当
ふてきとう

」とされたのは 5.8％である。これについ

ては、精神
せいしん

保健
ほ け ん

指定医
し て い い

の適正
てきせい

な判断
はんだん

を示して
しめ   

いるとの見方
み か た

もあるが、やはり

少
すく

なすぎる印象
いんしょう

は否めず
いな   

、精神
せいしん

医療
いりょう

審査会
しんさかい

が審査
し ん さ

機能
き の う

を十分
じゅうぶん

に果たして
は    

い

ないとも考
かんが

えられる。この点
てん

は検証
けんしょう

を要
よう

する。 

⑧ 医
い

療法
りょうほう

施行
し こ う

規則
き そ く

第 10条
だい  じょう

第３号
だい  ごう

において、精神病
せいしんびょう

患者
かんじゃ

は精神
せいしん

病室
びょうしつ

でない

病室
びょうしつ

に入院
にゅういん

させない旨
むね

が規定
き て い

されており、改善
かいぜん

の兆し
きざ  

がみられるものの、

他科
た か

の医療
いりょう

従事者
じゅうじしゃ

からの治療
ちりょう

拒否
き ょ ひ

が現在
げんざい

も存在
そんざい

している。 

⑨ 認知症
にんちしょう

に関して
かん   

は、精神科
せいしんか

医療
いりょう

での社会的
しゃかいてき

入院
にゅういん

の実態
じったい

が容認
ようにん

されているが、

その状 況
じょうきょう

を改める
あらた   

必要
ひつよう

がある。 

⑩ 過去
か こ

の精神科
せいしんか

病院
びょういん

での対応
たいおう

は問題
もんだい

があったかもしれないが、現在
げんざい

はその

反省
はんせい

に立って
た   

状 況
じょうきょう

が変
か

わっている。「精神
せいしん

病 床
びょうしょう

の利用
り よ う

状 況
じょうきょう

調査
ちょうさ

結果
け っ か

報告
ほうこく

」のような調査
ちょうさ

を継続的
けいぞくてき

に実施
じ っ し

し、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

する必要
ひつよう

がある。 
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（厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

） 

医療
いりょう

保護
ほ ご

入院
にゅういん

は、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

の結果
け っ か

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

であり、

かつ、医療及
いりょうおよ

び保護
ほ ご

のため入院
にゅういん

の必要
ひつよう

がある者
もの

であって当該
とうがい

精神
せいしん

障害
しょうがい

のため

に入院
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。その実施
じ っ し

に当たって
あ    

は、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

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

が義務付けられて
ぎ む づ     

おり、人権
じんけん

への

配慮
はいりょ

の観点
かんてん

から入院
にゅういん

の手続
てつづき

は厳格
げんかく

に定
さだ

められている。また、入院
にゅういん

の妥当性
だとうせい

を

判断
はんだん

するため、精神
せいしん

医療
いりょう

審査会
しんさかい

において審査
し ん さ

を行う
おこな  

仕組み
し く  

も設
もう

けられている。 

医療
いりょう

保護
ほ ご

入院
にゅういん

の際
さい

、精神
せいしん

保健
ほ け ん

指定医
し て い い

の診察
しんさつ

だけでなく家族
か ぞ く

等
とう

の同意
ど う い

を要件
ようけん

と

したのは、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

の権利
け ん り

擁護
よ う ご

が重要
じゅうよう

であることや、インフォームド・

コンセントがますます重要
じゅうよう

とされる中
なか

で、患者
かんじゃ

の身近
み ぢ か

に寄り添う
よ  そ  

家族
か ぞ く

等
とう

に

十分
じゅうぶん

な説明
せつめい

が行われた
おこな    

上
うえ

で家族
か ぞ く

等
とう

が同意
ど う い

する手続き
て つ づ  

が重要
じゅうよう

であることといっ

た点
てん

を総合的
そうごうてき

に考慮
こうりょ

した結果
け っ か

である。なお、法
ほう

改正後
かいせいご

は、家族
か ぞ く

等
とう

のいずれでも

退院
たいいん

請求
せいきゅう

が行
おこな

えることとなっている。 

地域
ち い き

生活
せいかつ

を支える
ささ   

サービスの確保
か く ほ

については、「長期
ちょうき

入院
にゅういん

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

に向けた
む   

具体的
ぐたいてき

方策
ほうさく

に係る
かか  

検討会
けんとうかい

」のとりまとめで示された
しめ     

方向性
ほうこうせい

を

踏まえ
ふ   

、地域
ち い き

の医療
いりょう

・福祉
ふ く し

サービスの充実
じゅうじつ

等
とう

に取り組
と  く

んでいく。 
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【論点
ろんてん

】地域
ち い き

で生活
せいかつ

する基盤
き ば ん

の充実
じゅうじつ

をどのように進
すす

めるのか。 

① 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち い き

で生活
せいかつ

する上
うえ

で、家族
か ぞ く

に対する
たい   

社会的
しゃかいてき

なサポートが乏
とぼ

し

い。 

② 障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

は、地域
ち い き

で生活
せいかつ

をする権利
け ん り

の保障
ほしょう

という観点
かんてん

から、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

が入院
にゅういん

をしないで済む
す  

ような施策
し さ く

を求
もと

めている。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、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

が地域
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。 

③ 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。地域
ち い き

ケアへの支出
ししゅつ

や人員
じんいん

配置
は い ち

を増加
ぞ う か

させるとともに、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

し福祉的
ふくしてき

サービスや

医療的
いりょうてき

サービスを提供
ていきょう

する「モバイルチーム」が求
もと

められている。 

④ 報酬
ほうしゅう

が低額
ていがく

で持ち出し
も  だ  

が発生
はっせい

してしまうために、地域
ち い き

移行
い こ う

支援
し え ん

から撤退
てったい

し

ていく事
じ

業者
ぎょうしゃ

が増加
ぞ う か

している。そのため、利用
り よ う

人数
にんずう

の少なさ
すく    

の背景
はいけい

を

もう一度
   いち ど

分析
ぶんせき

し、精神
せいしん

障害
しょうがい

の特性
とくせい

に見合った
み あ   

予算
よ さ ん

を設定
せってい

することを求
もと

めた

い。 

⑤ 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

を支える
ささ   

専門
せんもん

職
しょく

の養成
ようせい

を強く
つよ  

望
のぞ

みたい。 

⑥ 民間
みんかん

住宅
じゅうたく

の入居
にゅうきょ

に関して
かん   

は、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

というだけでなかなか受け入
う  い

れ

てもらえない。 

⑦ 単
たん

に物理的
ぶつりてき

な空間
くうかん

や設備
せ つ び

が病室
びょうしつ

ではなく居住
きょじゅう

施設
し せ つ

であるというだけでは、

地域
ち い き

移行
い こ う

が実現
じつげん

されているとは言
い

えない。また、社会的
しゃかいてき

な役割
やくわり

を失った
うしな   
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精神科
せいしんか

病棟
びょうとう

は閉鎖
へ い さ

すべきものであり、用途
よ う と

を変えて
か   

人
ひと

を隔離
か く り

・収容
しゅうよう

するた

めに利用
り よ う

すべきではない。 

 

（厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

） 

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

が退院
たいいん

するにあたっては、自宅
じ た く

や

民間
みんかん

アパート、グループホームといった、地域
ち い き

での生活
せいかつ

に直接
ちょくせつ

移行
い こ う

することが

原則
げんそく

であり、精神科
せいしんか

病院
びょういん

敷地内
しきちない

におけるグループホームは、退院
たいいん

に向けた
む   

支援
し え ん

を徹底
てってい

しても、なお、直接
ちょくせつ

、地域
ち い き

に出る
で  

ことを不安
ふ あ ん

に感じる
かん   

方
かた

にとっての通過的
つうかてき

な居住
きょじゅう

の場
ば

として、あくまで試行的
しこうてき

・例外的
れいがいてき

に設置
せ っ ち

を認める
みと   

ものである。その

設置
せ っ ち

・運営
うんえい

については、第三者
だいさんしゃ

が関与
か ん よ

しつつ利用者
りようしゃ

本人
ほんにん

の自由
じ ゆ う

意思
い し

に基
もと

づく選択
せんたく

による利用
り よ う

であること、構造的
こうぞうてき

に病院
びょういん

から一定
いってい

の独立性
どくりつせい

を確保
か く ほ

すること、利用
り よ う

期間
き か ん

を原則
げんそく

２年
ねん

以内
い な い

とすることなどの条件
じょうけん

を設定
せってい

しているところである。 
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３．教 育
きょういく

、文化
ぶ ん か

芸 術
げいじゅつ

活動
かつどう

・スポーツ等
とう

 

（１）インクルーシブ教育
きょういく

システム【WSⅢ】 

【論点
ろんてん

】インクルーシブ教育
きょういく

の進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

はどうか。 

① インクルーシブ教育
きょういく

の到達点
とうたつてん

は何
なに

か、その進捗
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

は何
なに

か、それを前提
ぜんてい

としてどのように推進
すいしん

するのかという議論
ぎ ろ ん

が必要
ひつよう

で

ある。 

② 進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

を議論
ぎ ろ ん

するに当たって
あ    

は、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

と特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

を分けた
わ   

データや障害
しょうがい

種別
しゅべつ

のデータがあると分
わ

かりやすい。

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

・学級
がっきゅう

に通って
かよ   

いる生徒
せ い と

の、障害
しょうがい

のない生徒
せ い と

との交流
こうりゅう

の実態
じったい

についても記述
きじゅつ

があるとよい。また、質的
しつてき

なデータとしては、個別
こ べ つ

の支援
し え ん

計画
けいかく

・指導
し ど う

計画
けいかく

が重要
じゅうよう

であり、本人
ほんにん

の振り返り
ふ   かえ  

評価
ひょうか

も含めて
ふく    

分析
ぶんせき

してはど

うか。 

③ 個別
こ べ つ

の教育
きょういく

支援
し え ん

計画
けいかく

が絵
え

に描いた
か   

餅
もち

にならないよう、作成
さくせい

の段階
だんかい

から活用
かつよう

するまでの全プロセス
ぜん       

を念頭
ねんとう

におくことが求
もと

められる。 

④ 通所
つうしょ

支援
し え ん

利用
り よ う

計画
けいかく

やサービス利用
り よ う

計画
けいかく

は、障害児
しょうがいじ

相談
そうだん

支援
し え ん

と個別
こ べ つ

の教育
きょういく

支援
し え ん

計画
けいかく

を密接
みっせつ

に連携
れんけい

させながら計画
けいかく

を立てて
た   

いくことが求
もと

められる。 

⑤ 特別
とくべつ

支援
し え ん

連携協
れんけいきょう

議会
ぎ か い

については、設置
せ っ ち

状 況
じょうきょう

等
とう

の実態
じったい

を把握
は あ く

し、機能
き の う

がど

こまで果たせて
は    

いるのか分析
ぶんせき

する必要
ひつよう

がある。 
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⑥ インクルーシブ教育
きょういく

の進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

の報告
ほうこく

に当たって
あ    

は、あらゆる障害
しょうがい

の

ある子供
こ ど も

が一緒
いっしょ

に教育
きょういく

を受
う

けることをベースにした上
うえ

で、それぞれのニー

ズにどこまで対応
たいおう

できるのかという考え
かんが  

に立脚
りっきゃく

しなければならない。 

⑦ 進捗
しんちょく

状 況
じょうきょう

の報告
ほうこく

の際
さい

は、障害
しょうがい

の有無
う む

の視点
し て ん

も重要
じゅうよう

であるが、障害
しょうがい

のあ

る子供
こ ど も

が学校
がっこう

で学び
まな  

、生活
せいかつ

するときに、どのような困難
こんなん

があるのか、また、

学校
がっこう

がどのような支援
し え ん

をしているかに注目
ちゅうもく

すべきである。 

⑧ 教育
きょういく

支援
し え ん

資料
しりょう

を全国
ぜんこく

に配布
は い ふ

し、就学
しゅうがく

に関する
かん   

理解
り か い

を深めた
ふか   

点
てん

は効果的
こうかてき

だっ

た。 

⑨ 合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

については、誰
だれ

でも取り組める
と  く   

ものとするために、好事例
こうじれい

ととも

に失敗例
しっぱいれい

もきちんと挙
あ

げて、分析
ぶんせき

することが必要
ひつよう

である。 

⑩ 高等
こうとう

学校
がっこう

への進学
しんがく

時
じ

のような選抜
せんばつ

の場
ば

において、手帳
てちょう

の有無
う む

や内申
ないしん

等
とう

の

仕組み
し く  

により障害
しょうがい

のある子供
こ ど も

が排
はい

除される
じょ      

ことは、インクルーシブ教育
きょういく

の

実現
じつげん

からすると問題
もんだい

である。 

 

(文部
も ん ぶ

科学省
かがくしょう

) 

 インクルーシブ教育
きょういく

システムとは、障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

や障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

にあ

るとおり、障害
しょうがい

のある者
もの

が、その能力
のうりょく

等
とう

を最大限
さいだいげん

に発達
はったつ

させ、自由
じ ゆ う

な社会
しゃかい

に

効果的
こうかてき

に参加
さ ん か

できることを可能
か の う

とするとの教育
きょういく

理念
り ね ん

の下
もと

で、障害
しょうがい

のある者
もの

と
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ない者
もの

とが可能
か の う

な限り
かぎ  

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

することを意味
い み

すると

理解
り か い

している。 

 平成
へいせい

24年
ねん

７月
  がつ

に公表
こうひょう

された中 教 審
ちゅうきょうしん

初等
しょとう

中等
ちゅうとう

教育
きょういく

分科会
ぶんかかい

の報告
ほうこく

において

も、自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

を見据
み す

えて、その時点
じ て ん

で教育的
きょういくてき

ニーズに最も
もっと  

的確
てきかく

に

応える
こた   

指導
し ど う

を提供
ていきょう

できる、多様
た よ う

で柔軟
じゅうなん

な仕組
し く

みを整備
せ い び

することが重要
じゅうよう

であ

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

な学び
まな  

の場
ば

を用意
よ う い

しておくことが重要
じゅうよう

であること等
とう

が提言
ていげん

されている。 

 

【論点
ろんてん

】本人
ほんにん

及び
お よ  

保護者
ほ ご し ゃ

の意思
い し

は尊重
そんちょう

されているか。 

① 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

という観点
かんてん

から、初等
しょとう

中等
ちゅうとう

教育
きょういく

における

地域
ち い き

の学校
がっこう

への就学
しゅうがく

について、適切
てきせつ

なデータを示す
し め  

ことなどを通じて
つう   

、

着実
ちゃくじつ

に前
まえ

へ進んで
すす   

いるということが言
い

えるといい。 

② 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

について、発達
はったつ

障害
しょうがい

の児童
じ ど う

生徒
せ い と

については

積極的
せっきょくてき

であるにも関
かか

わらず、知的
ち て き

障害
しょうがい

の児童
じ ど う

生徒
せ い と

に対して
たい   

消 極 的
しょうきょくてき

なのは、

必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受けながら
うけ        

同じ
おな  

場
ば

で共
とも

に学ぶ
まな  

ことを追求
ついきゅう

するという点
てん

に

反する
はん    

のではないか。個別
こ べ つ

の支援
し え ん

を求めて
もと   

特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

に進学
しんがく

する子供
こ ど も

が増
ふ

えるという、インクルーシブ教育
きょういく

とは逆
ぎゃく

の流れ
な が  

になることが懸念
け ね ん

される。
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予算
よ さ ん

配分
はいぶん

のバランス等
とう

も検討
けんとう

し、本人
ほんにん

及び
お よ  

保護者
ほ ご し ゃ

が希望
き ぼ う

すればできるだけ

地域
ち い き

の学校
がっこう

で受け入れる
う  い   

という体制づくり
たいせい      

が必要
ひつよう

である。 

 

(文部
も ん ぶ

科学省
かがくしょう

) 

 インクルーシブ教育
きょういく

システムとは、障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

や障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

にあ

るとおり、障害
しょうがい

のある者
もの

が、その能力
のうりょく

等
とう

を最大限
さいだいげん

に発達
はったつ

させ、自由
じ ゆ う

な社会
しゃかい

に

効果的
こうかてき

に参加
さ ん か

できることを可能
か の う

とするとの教育
きょういく

理念
り ね ん

の下
もと

で、障害
しょうがい

のある者
もの

と

ない者
もの

とが可能
か の う

な限り
かぎ  

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

することを意味
い み

すると

理解
り か い

している。 

 平成
へいせい

24年
ねん

７月
  がつ

に公表
こうひょう

された中 教 審
ちゅうきょうしん

初等
しょとう

中等
ちゅうとう

教育
きょういく

分科会
ぶんかかい

の報告
ほうこく

において

も、自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

を見据
み す

えて、その時点
じ て ん

で教育的
きょういくてき

ニーズに最も
もっと  

的確
てきかく

に

応える
こた   

指導
し ど う

を提供
ていきょう

できる、多様
た よ う

で柔軟
じゅうなん

な仕組み
し く  

を整備
せ い び

することが重要
じゅうよう

であ

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

な学び
まな  

の場
ば

を用意
よ う い

しておくことが重要
じゅうよう

であること等
とう

が提言
ていげん

された。 

また、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、各学校
かくがっこう

において、障害
しょうがい

のある子供
こ ど も

に対
たい

して

日常
にちじょう

生活
せいかつ

動作
ど う さ

の介助
かいじょ

や、学習
がくしゅう

活動上
かつどうじょう

のサポートを行う
おこな 

ため、各地方
かくちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

が支援
し え ん

の必要
ひつよう

な子供
こ ど も

の実態
じったい

に応じて
おう    

配置
は い ち

するものであり、知的
ち て き

障害
しょうがい

のあ

る子供
こ ど も

が支援
し え ん

の対象外
たいしょうがい

というものではない。 
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【論点
ろんてん

】環境
かんきょう

の整備
せ い び

は進
すす

んでいるのか。 

① 早期
そ う き

からの教育
きょういく

相談
そうだん

・支援
し え ん

体制
たいせい

の整備
せ い び

や特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

の情報
じょうほう

発信
はっしん

センター的
      てき

機能
き の う

の強化
きょうか

、教員
きょういん

定数
ていすう

の改善
かいぜん

、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

増員
ぞういん

については評価
ひょうか

しているが、更に
さら  

教員
きょういん

の定数
ていすう

改善
かいぜん

が必要
ひつよう

であるととも

に、教室
きょうしつ

不足
ぶ そ く

の課題
か だ い

が残って
のこ   

いる。 

② 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

は、教育
きょういく

委員会
いいんかい

において地方
ち ほ う

交付税
こうふぜい

交付
こ う ふ

金
きん

を含
ふく

めた一般
いっぱん

財源
ざいげん

で手当て
て あ  

されているが、文部
も ん ぶ

科学省
かがくしょう

の国庫
こ っ こ

補助
ほ じ ょ

金
きん

の中
なか

で手当
て あ

て

されるべきである。 

③ 教科書
きょうかしょ

のデジタルデータ等
とう

、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

、特
とく

に発達
はったつ

障害児
しょうがいじ

・者
しゃ

の読み上げ
よ  あ  

教材
きょうざい

等
とう

の保障
ほしょう

を推進
すいしん

してほしい。 

 

（文部
も ん ぶ

科学省
かがくしょう

） 

 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

に必要
ひつよう

な経費
け い ひ

については、地域
ち い き

の実情
じつじょう

に合
あ

わせ

て国
くに

からの地方
ち ほ う

交付税
こうふぜい

として地方
ち ほ う

財政
ざいせい

措置
そ ち

されており、各地方
かくちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

の配置
は い ち

実績
じっせき

を踏まえて
ふ    

、年々
ねんねん

拡充
かくじゅう

している。 

 

 

（２）文化
ぶ ん か

・スポーツ 



16 
 

① 障害者
しょうがいしゃ

のスポーツ実施率
じっしりつ

は健
けん

常者
じょうしゃ

に比べて
くら   

低い
ひ く  

という政策
せいさく

課題
か だ い

について、

明確
めいかく

に取り組もう
と  く   

としている点
てん

を評価
ひょうか

する。 

② 世界
せ か い

の一番
いちばん

を目指したい
め ざ    

人
ひと

もいれば、身近
み ぢ か

なところで週
しゅう

に１回
 か い

程度
て い ど

運動
うんどう

を

したいという人
ひと

もいるため、全て
す べ  

「障害者
しょうがいしゃ

スポーツ」という形
かたち

で一
ひと

括り
くく  

に

してしまうと、多様
た よ う

なニーズが見
み

えにくくなる。 

③ 盲
もう

ろう者
しゃ

の文化的
ぶんかてき

活動
かつどう

等
とう

について課題
か だ い

が残されて
の こ     

いる。 

④ バリアフリー映画
え い が

の上映
じょうえい

については、日本語
に ほ ん ご

字幕
じ ま く

や音声
おんせい

ガイドなど、

各 省 庁
かくしょうちょう

が協 力
きょうりょく

して取り組む
と  く  

必要
ひつよう

がある。 
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４．雇用
こ よ う

・就 業
しゅうぎょう

、経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

の支援
し え ん

【WSⅢ】 

【論点
ろんてん

】法定
ほうてい

雇用率
こようりつ

の達成
たっせい

に向けて
む   

どのように取り組
と  く

むべきか。 

① 教育
きょういく

の現場
げ ん ば

を統括
とうかつ

する機関
き か ん

である都道府県
と ど う ふけ ん

教育
きょういく

委員会
いいんかい

が障害者
しょうがいしゃ

を採用
さいよう

す

ることは、障害者
しょうがいしゃ

の教育
きょういく

の面
めん

でも施策
し さ く

推進
すいしん

に役立つ
や く だ  

ものであり、雇用率
こようりつ

の

達成
たっせい

が求
もと

められる。 

② 障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

ができていない企業
きぎょう

に障害者
しょうがいしゃ

理解
り か い

の推進
すいしん

を図って
は か   

ほしい。 

③ 障害者
しょうがいしゃ

自身
じ し ん

に対
たい

する就労
しゅうろう

支援
し え ん

だけでなく、企業
きぎょう

に対する
た い   

支援
し え ん

も必要
ひつよう

である。

すでに、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

により各種
かくしゅ

の助成
じょせい

がなされて

いる点
てん

は評価
ひょうか

できるが、助成
じょせい

に関する
か ん   

情報
じょうほう

提供
ていきょう

とともに、更
さら

なる内容
ないよう

の

見直し
み な お  

を適宜
て き ぎ

行って
おこな  

いくことが求
もと

められる。 

④ 中
ちゅう

小企業
しょうきぎょう

に対して
た い   

は既
すで

に様々
さまざま

な支援
し え ん

がなされ、新た
あ ら  

な助成金
じょせいきん

も創設
そうせつ

されて

いるが、更に
さ ら  

充実
じゅうじつ

させていくことが課題
か だ い

である。また、中
ちゅう

小企業
しょうきぎょう

等
など

に

対する
た い   

障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

相談
そうだん

啓発
けいはつ

事業
じぎょう

の実施
じ っ し

状 況
じょうきょう

のような数字
す う じ

を示す
し め  

こと等
とう

を

通じて
つう   

雇用
こ よ う

政策
せいさく

を推進
すいしん

してほしい。 

⑤ 今後
こ ん ご

、発達
はったつ

障害
しょうがい

や難病
なんびょう

を含め
ふ く  

多種多様
た し ゅ たよ う

な障害者
しょうがいしゃ

が相談
そうだん

に来る
く  

ことが

考えられる
かんが      

が、引き続き
ひ  つ づ  

ハローワーク職員
しょくいん

への研修
けんしゅう

を充実
じゅうじつ

させ、また、

就労後
しゅうろうご

の定着
ていちゃく

支援
し え ん

を推進
すいしん

してほしい。 
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⑥ 中途
ちゅうと

障害者
しょうがいしゃ

に対する
たい   

支援
し え ん

は手薄
て う す

になりがちである。一定
いってい

の時間
じ か ん

を中途
ちゅうと

障害者
しょうがいしゃ

に与えて
あた   

復帰
ふ っ き

の努力
どりょく

をさせるなど、企業側
きぎょうがわ

も復帰
ふ っ き

についての理解
り か い

を

持って
も   

ほしい。また、中途
ちゅうと

障害
しょうがい

の国家
こ っ か

公務員
こうむいん

に対する
たい   

職場
しょくば

復帰
ふ っ き

に向
む

けた取組
とりくみ

を踏まえ
ふ   

、企業
きぎょう

もどのように取り組んで
と  く   

もらうかが課題
か だ い

である。 

⑦ 在職
ざいしょく

訓練
くんれん

や能力
のうりょく

開発
かいはつ

は、障害者
しょうがいしゃ

の職域
しょくいき

の拡大
かくだい

にも資する
し   

ものであり、

十分
じゅうぶん

にお願
  ねが

いしたい。 

⑧ 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

の施行
し こ う

に向けて
む   

、障害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

や企業
きぎょう

に対し
たい  

、改正
かいせい

の

趣旨
し ゅ し

や、2015年
ねん

3月
がつ

に公表
こうひょう

された「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

」及び
お よ  

「合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

指針
し し ん

」等
とう

に係る
かか  

情報
じょうほう

提供
ていきょう

が重要
じゅうよう

であるとともに、これらガイドラインの

着実
ちゃくじつ

な実施
じ っ し

が求
もと

められる。 

 

【論点
ろんてん

】特例
とくれい

子会社
こがいしゃ

はどうあるべきか。 

① 特
とく

に親会社
おやがいしゃ

と特例
とくれい

子会社
こがいしゃ

の間
あいだ

で人事
じ ん じ

交流
こうりゅう

を図る
は か  

、特例
とくれい

子会社
こがいしゃ

で蓄積
ちくせき

された

障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

のノウハウを発信
はっしん

する、親会社
おやがいしゃ

でもそれらノウハウを生かす
い   

な

どの工夫
く ふ う

をして、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

を推進
すいしん

してほしい。 

② 中途
ちゅうと

障害
しょうがい

等
とう

の場合
ば あ い

に、本人
ほんにん

の同意
ど う い

が得られない
え    

にもかかわらず特例
とくれい

子会社
こがいしゃ

に出向
しゅっこう

させられるといった実態
じったい

があるとすれば、インクルーシブの視点
し て ん

か

ら少し
す こ  

問題
もんだい

があるのではないか。  
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５．生活
せいかつ

環 境
かんきょう

 

① 民間
みんかん

住宅
じゅうたく

の入居
にゅうきょ

に関して
か ん   

は、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

というだけでなかなか

受け入れて
う  い   

もらえない。（再掲
さいけい

） 

② バリアフリー法
ほう

により整備
せ い び

は進んで
す す ん で

いるが、対象
たいしょう

になる施設
し せ つ

や建築物
けんちくぶつ

等
とう

が

非常
ひじょう

に少
すく

ない。 

③ バリアフリー法
ほう

の対象外
たいしょうがい

となる施設
し せ つ

等
とう

についても、バリアフリー化
    か

の

状 況
じょうきょう

を把握
は あ く

することが重要
じゅうよう

である。 

④ バリアフリー化
か

の数値
す う ち

目標
もくひょう

が低
ひく

いのではないか。 

⑤ 福祉
ふ く し

タクシーの数値
す う ち

が伸びて
の   

いると報告
ほうこく

されているがその実感
じっかん

がないのは、

福祉
ふ く し

タクシーとして数えられて
か ぞ      

いる車両
しゃりょう

の基準
きじゅん

が障害者
しょうがいしゃ

の想定
そうてい

する基準
きじゅん

と違
ちが

うからではないか。ユニバーサルデザインの基準
きじゅん

について再検討
さいけんとう

する

必要
ひつよう

がある。 

⑥ 特
とく

にソフト面
    め ん

のバリアフリー化
    か

に関して
かん   

、新しい
あたら  

技術
ぎじゅつ

が導入
どうにゅう

されたときに、

障害者
しょうがいしゃ

が利用
り よ う

することを想定
そうてい

しないまま新
あたら

しいシステムに変わり
か   

、問題
もんだい

が

発生
はっせい

しがちである。 
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６．情 報
じょうほう

アクセシビリティ【WSⅣ】 

【論点
ろんてん

】情報
じょうほう

提供
ていきょう

を充実
じゅうじつ

すべきではないか。 

① 放送
ほうそう

媒体
ばいたい

における、手話
し ゅ わ

放送
ほうそう

、音声
おんせい

解説
かいせつ

の普及
ふきゅう

が進んで
す す   

いない。 

② 政見
せいけん

放送
ほうそう

には字幕
じ ま く

や手話
し ゅ わ

がついていないものがある。また、国会
こっかい

中継
ちゅうけい

には

字幕
じ ま く

も手話
し ゅ わ

もついていない。 

③ 駅
えき

以外
い が い

のバス、電車
でんしゃ

の中
なか

、競技場
きょうぎじょう

、その他
  た

の施設
し せ つ

におけるディスプレーの

表示
ひょうじ

が不十分
ふじゅうぶん

で生かされて
い    

いないため、今後
こ ん ご

の方針
ほうしん

の検討
けんとう

が必要
ひつよう

である。 

④ 放送
ほうそう

媒体
ばいたい

におけるアクセシビリティは向上
こうじょう

しているが、緊急
きんきゅう

時
じ

の対応
たいおう

にお

いては大きな
お お   

改善
かいぜん

に結びついて
む す      

いない。 

⑤ 緊急
きんきゅう

時
じ

の情報
じょうほう

は、正確さ
せいかく  

が重要
じゅうよう

であるが、少 々
しょうしょう

不十分
ふじゅうぶん

でもタイミング

の方
ほう

が急
いそ

がれることがある。 

⑥ インターネット動画
ど う が

等
とう

、様々
さまざま

な動画
ど う が

素材
そ ざ い

の字幕
じ ま く

付与
ふ よ

について、規格
き か く

が存在
そんざい

し

ない状態
じょうたい

になっている。 

⑦ 情報
じょうほう

関連
かんれん

の規格
き か く

を決める
き   

場
ば

には、当事者
とうじしゃ

あるいはその意見
い け ん

を反映
はんえい

できる人
ひと

を入れる
い   

ことが必要
ひつよう

である。また、省 庁
しょうちょう

横断的
おうだんてき

な規格
き か く

について検討
けんとう

できる

場
ば

が必要
ひつよう

である。 

 

（総務省
そうむしょう

） 
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放送
ほうそう

における手話
し ゅ わ

、音声
おんせい

解説
かいせつ

の普及
ふきゅう

に向けて
む   

、目標
もくひょう

の策定
さくてい

・実績
じっせき

の公表
こうひょう

、

制作費
せいさくひ

の助成
じょせい

等
とう

の取組
とりくみ

を行
おこな

っているところ。 

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
およ

び字幕
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。未だ
い ま  

実施
じ っ し

されていな

い選挙
せんきょ

もあるが、手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

の付与
ふ よ

については、手話
し ゅ わ

通訳士
つうやくし

が地域的
ちいきてき

に偏在
へんざい

して

いることなどから、その確保
か く ほ

が課題
か だ い

となっており、字幕
じ ま く

の付与
ふ よ

については、ご

く限られた
か ぎ    

期間
き か ん

の中
なか

で収録
しゅうろく

を行わなければ
お こ な       

ならないという時間的
じかんてき

制約
せいやく

の中
なか

で、

実施
じ っ し

体制
たいせい

をどのように確保
か く ほ

するか等
とう

の課題
か だ い

がある。 

国会
こっかい

中継
ちゅうけい

の字幕
じ ま く

、手話
し ゅ わ

については、国会
こっかい

審議
し ん ぎ

という内容
ないよう

の重要性
じゅうようせい

ゆえの課題
か だ い

もある。生
なま

放送
ほうそう

で、かつ、正確性
せいかくせい

、公平性
こうへいせい

が求
もと

められ、現時点
げんじてん

では対応
たいおう

が難しい
むずか   

と聞いて
き   

いるが、引き続き
ひ  つ づ  

、技術
ぎじゅつ

開発
かいはつ

の推進
すいしん

等
とう

による取組
とりくみ

を要請
ようせい

していきたい。 

 

 

【論点
ろんてん

】意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

を充実
じゅうじつ

すべきではないか。 

① 重度
じゅうど

重複
ちょうふく

障害者
しょうがいしゃ

や重篤
じゅうとく

な難病
なんびょう

患者
かんじゃ

など個別性
こべつせい

の高い
た か  

コミュニケーショ

ン方法
ほうほう

を用いる
も ち   

人
ひと

たちも常に
つ ね  

視野
し や

に入
い

れて検討
けんとう

してほしい。 



22 
 

② 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

を持たない
も   

難聴者
なんちょうしゃ

の情報
じょうほう

アクセシビリティの施策
し さ く

にも

対応
たいおう

してほしい。 

③ サービスを利用
り よ う

できる人
ひと

の範囲
は ん い

や利用
り よ う

目的
もくてき

が限定
げんてい

されているなど、複数
ふくすう

の

都道府県
と ど う ふけ ん

、市区
し く

町村
ちょうそん

から人
ひと

が参加
さ ん か

するような場
ば

における意思
い し

疎通
そ つ う

支援
し え ん

につ

いて十分
じゅうぶん

に検討
けんとう

していない地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

も一部
い ち ぶ

ある。 

④ 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

を派遣
は け ん

する事業
じぎょう

の地域差
ち い き さ

をなくしてほしい。また、

就労
しゅうろう

の場
ば

から教育
きょういく

の場
ば

、日常
にちじょう

生活
せいかつ

など、幅広い
はばひろ  

分野
ぶ ん や

において支援
し え ん

が必要
ひつよう

と

されるため、各 省 庁
かくしょうちょう

の横断的
おうだんてき

な対応
たいおう

が求
もと

められる。 

⑤ 障害者
しょうがいしゃ

が情報
じょうほう

通信
つうしん

技術
ぎじゅつ

を活用
かつよう

できるよう、利用
り よ う

支援
し え ん

に係る
か か  

施策
し さ く

の充実
じゅうじつ

を

図る
は か  

とともに、それを支援
し え ん

する人材
じんざい

の育成
いくせい

が重要
じゅうよう

である。 

 

【論点
ろんてん

】教材
きょうざい

のアクセシビリティをどう改善
かいぜん

するのか。 

① 情報
じょうほう

保障
ほしょう

ニーズを正しく
た だ   

アセスメントし、教科書
きょうかしょ

と副教材
ふくきょうざい

、試験
し け ん

問題
もんだい

、解答
かいとう

用紙
よ う し

や教師
きょうし

の口頭
こうとう

指示
し じ

などのアクセシビリティを保障
ほしょう

するとともに、これら

の情報
じょうほう

保障
ほしょう

の流れ
な が  

を通常
つうじょう

のカリキュラムで原則
げんそく

にすることが必要
ひつよう

である。 

② 標 準
ひょうじゅん

拡大
かくだい

教科書
きょうかしょ

と比べ
く ら  

、それ以外
い が い

の拡大
かくだい

教科書
きょうかしょ

、マルチメディア教科書
きょうかしょ

に

対する
た い   

文部
も ん ぶ

科学省
かがくしょう

の取組
とりくみ

には温度差
お ん ど さ

がある。後者
こうしゃ

について、ボランティアを

側面
そくめん

から支援
し え ん

するというだけでは不十分
ふじゅうぶん

である。 
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③ 教育
きょういく

現場
げ ん ば

で様々
さまざま

な教材
きょうざい

へのアクセスが可能
か の う

となるよう、学校等
がっこうとう

がデジタル

テキスト化
か

や点訳
てんやく

等
とう

の作業
さぎょう

をするために必要
ひつよう

となる書籍
しょせき

の元
もと

データを

出版社
しゅっぱんしゃ

から入手
にゅうしゅ

できるようにする制度的
せいどてき

枠組
わくぐみ

が必要
ひつよう

である。 

 

（文部
も ん ぶ

科学省
かがくしょう

） 

音声
おんせい

教材
きょうざい

については、平成
へいせい

26年度
ね ん ど

から製作費
せいさくひ

やインターネット配信
はいしん

するた

めのシステム運営費
うんえいひ

などを文部
も ん ぶ

科学省
かがくしょう

が支援
し え ん

しているところであり、現在
げんざい

、

希望
き ぼ う

する児童
じ ど う

生徒
せ い と

が製作
せいさく

するボランティア団体
だんたい

に申請
しんせい

すれば、無償
むしょう

で提供
ていきょう

を

受ける
う   

ことが可能
か の う

となっている。 

なお、これらの音声
おんせい

教材
きょうざい

について今後
こ ん ご

、より一層
いっそう

の普及
ふきゅう

推進
すいしん

を図る
は か  

ため、

平成
へいせい

26年度
ね ん ど

より、全国
ぜんこく

５ブロック
ぶ ろ っ く

（仙台
せんだい

、東京
とうきょう

、名古屋
な ご や

、大阪
おおさか

、福岡
ふくおか

）で、学校
がっこう

、

教育
きょういく

委員会
いいんかい

関係者
かんけいしゃ

を対象
たいしょう

とした、音声
おんせい

教材
きょうざい

の普及
ふきゅう

推進
すいしん

会議
か い ぎ

を文部
も ん ぶ

科学省
かがくしょう

が

開催
かいさい

・運営
うんえい

し、その活用
かつよう

方法
ほうほう

等
とう

について周知
しゅうち

徹底
てってい

に努
つと

めている。 

【論点
ろんてん

】行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

のバリアフリー化
     か

は進
すす

んでいるのか。 

① ウェブ・アクセシビリティ支援
し え ん

ツールを提供
ていきょう

することは、個々
こ こ

の行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

をアクセシブルにすることを保障
ほしょう

するものではない。行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

のバリアフ

リー化
か

の施策
し さ く

として求められて
も と      

いるのは、行政
ぎょうせい

情報
じょうほう

そのものをアクセシブ

ルにすることである。 
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② 中央
ちゅうおう

省 庁
しょうちょう

や各地方
かくちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

がどのようなウェブ・アクセシビリティ方針
ほうしん

を立て
た  

、どのような試験
し け ん

を行い
おこな 

、何
なに

を目指
め ざ

しているのかもとりまとめてほし

い。 
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７．安全
あんぜん

・安心
あんしん

 

① 避難所
ひなんじょ

については、障害
しょうがい

のある女性
じょせい

の視点
し て ん

からも考えて
かんが  

いく必要
ひつよう

がある。 

② 災害
さいがい

時
じ

における精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の避難
ひ な ん

の支援
し え ん

方法
ほうほう

をしっかりと考
かんが

えてほしい。 

③ 避難
ひ な ん

が長期化
ちょうきか

することによる影響
えいきょう

をどの程度
て い ど

把握
は あ く

し、どういう対応
たいおう

をとる

のかというスキームが、東日本
ひがしにほん

大震災
だいしんさい

で作られなかった
つ く       

のではないか。特
とく

に

発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

や知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

、脆弱性
ぜいじゃくせい

を持って
も   

いる子供
こ ど も

の方
ほう

がＰＴＳＤ（心的
しんてき

外傷後
がいしょうご

ストレス障害
しょうがい

）を持ちやすい
も    

ことは把握
は あ く

されており、様々
さまざま

な支援
し え ん

が

必要
ひつよう

な人
ひと

たちのことをしっかり捉えて
と ら   

いくことが重要
じゅうよう

である。 

④ 復興
ふっこう

計画
けいかく

の立案
りつあん

や実施
じ っ し

において、どの程度
て い ど

障害者
しょうがいしゃ

が参加
さ ん か

しているのかにつ

いて実態
じったい

の把握
は あ く

を検討
けんとう

する必要
ひつよう

がある。 

⑤ 希少
きしょう

疾患
しっかん

、その他
  た

の難病
なんびょう

患者
かんじゃ

の薬
くすり

は、どこの地域
ち い き

でも簡単
かんたん

に入手
にゅうしゅ

できる

わけではなく、様々
さまざま

な工夫
く ふ う

をして備蓄
び ち く

してきた。しかし、最近
さいきん

、薬
くすり

の飲み残し
の   のこ  

をしないようにとの厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

による指導
し ど う

を受け
う  

、災害
さいがい

に備えた
そな   

薬
くすり

の備蓄
び ち く

方法
ほうほう

について懸念
け ね ん

している。 

⑥ 消費者
しょうひしゃ

被害
ひ が い

については、認知症
にんちしょう

と知的
ち て き

障害
しょうがい

を区別
く べ つ

して集計
しゅうけい

してほしい。ま

た、男女
だんじょ

別
べつ

で集計
しゅうけい

してほしい。 
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８．差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

及び
お よ  

権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

 

① 権利
け ん り

侵害
しんがい

の防止
ぼ う し

や被害
ひ が い

救済
きゅうさい

を図る
は か  

ための体制
たいせい

整備
せ い び

について、現実
げんじつ

に虐待
ぎゃくたい

が

あったときの救済
きゅうさい

手順
てじゅん

や、被害
ひ が い

救済
きゅうさい

のための機能
き の う

を担う
に な  

主体
しゅたい

を明確
めいかく

にする

必要
ひつよう

がある。 

② 病院
びょういん

や学校
がっこう

、保育所
ほいくじょ

について、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

の通報
つうほう

義務
ぎ む

から外れて
は ず   

い

るのは、極めて
きわ   

問題
もんだい

と考える
かんが   

。 

③ 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

については、障害者
しょうがいしゃ

が被害者
ひがいしゃ

になるという視点
し て ん

だけで

なく、家族
か ぞ く

も被害者
ひがいしゃ

になりうるという視点
し て ん

を持
も

ってほしい。 

④ 法務省
ほうむしょう

で所管
しょかん

している人権
じんけん

救済
きゅうさい

にかかわる案件
あんけん

、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

に

基づく
も と   

虐待
ぎゃくたい

の案件
あんけん

と、来年度
らいねんど

から施行
し こ う

される障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいしょうほう

の差別
さ べ つ

に

かかわる案件
あんけん

については、重なる
かさ   

ところがある。それらを横断的
おうだんてき

につなげて

いくような仕組
し く

みはないのか。 

⑤ 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、過重
かじゅう

な負担
ふ た ん

という要素
よ う そ

も含めて
ふく   

、事例
じ れ い

を集積
しゅうせき

していかないと、適切
てきせつ

に対応
たいおう

できないと考
かんが

える。 
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９．行 政
ぎょうせい

サービス等
とう

における配慮
はいりょ

 

（１）司法
し ほ う

手続
てつづき

等
とう

における配慮
はいりょ

等
とう

 

① 取調
とりしら

べにおいて、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

や発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

にも、立会人
たちあいにん

や通訳
つうやく

があっても

いいのではないか。 

② 取調
とりしら

べにおける録音
ろくおん

・録画
ろ く が

については、全過程
ぜんかてい

の録音
ろくおん

・録画
ろ く が

でないと、かえ

って大事
だ い じ

な部分
ぶ ぶ ん

だけ落ちて
お   

しまい、取調べ
とりしら  

を受
う

けた本人
ほんにん

の主張
しゅちょう

が全く
まった 

逆
ぎゃく

の

意味
い み

に捉えられて
と ら      

しまうことがありうることを懸念
け ね ん

する。 

③ 服役
ふくえき

を終えた
お   

障害者
しょうがいしゃ

は家
いえ

に帰りたくて
か え      

も、地域
ち い き

での生活
せいかつ

が難しい
むずか    

のではな

いかと判断
はんだん

されてしまい、また、施設側
しせつがわ

にも加算
か さ ん

がつくことから、安易
あ ん い

に施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

が行われて
おこな    

いると聞く
き  

。地域
ち い き

生活
せいかつ

定着
ていちゃく

促進
そくしん

事業
じぎょう

が本当
ほんとう

に本人
ほんにん

の利益
り え き

に

なっているのかどうかは、もう一度
  い ち ど

検証
けんしょう

しなければならない。 

④ 矯正
きょうせい

施設
し せ つ

に入所
にゅうしょ

している人
ひと

について、障害
しょうがい

特性
とくせい

に対応
たいおう

するようなプログ

ラムを実施
じ っ し

して再犯
さいはん

を予防
よ ぼ う

することが重要
じゅうよう

である。 

 

（２）国家
こ っ か

資格
し か く

に関する
かん   

配慮
はいりょ

等
とう

 

① 各種
かくしゅ

国家
こ っ か

資格
し か く

の試験
し け ん

の実施
じ っ し

等
とう

において求められる
も と      

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

について、

障害
しょうがい

や必要
ひつよう

な配慮
はいりょ

を申告
しんこく

した受験者
じゅけんしゃ

の人数
にんずう

と障害
しょうがい

別
べつ

内訳
うちわけ

、実際
じっさい

に試験
し け ん

で

行われた
おこな     

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の内容
ないよう

や件数
けんすう

、免許
めんきょ

交付数
こうふかず

などの数
かず

を見
み

えるように
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集計
しゅうけい

していくことが、課題
か だ い

を明
あき

らかにすることになる。また、いわゆる欠格
けっかく

条項
じょうこう

について、必要
ひつよう

に応じた
おう   

見直し
み な お  

を進
すす

めてほしい。 

② 公務員
こうむいん

試験
し け ん

で、例えば
たと   

、活字
か つ じ

印刷物
いんさつぶつ

による出題
しゅつだい

に対応
たいおう

できる者
もの

、自力
じ り き

通勤
つうきん

で

きる者
もの

という規定
き て い

があるために受験
じゅけん

できないという問題
もんだい

が昨年
さくねん

あった。現在
げんざい

も半数
はんすう

の地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

でこういう要件
ようけん

を設
もう

けており、これらをなくすため

にも公務員
こうむいん

試験
し け ん

の共通的
きょうつうてき

な指針
し し ん

を策定
さくてい

すべきである。 

 

（総務省
そうむしょう

） 

地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の採用
さいよう

試験
し け ん

の実施
じ っ し

に当たり
あ   

、どのような受験
じゅけん

資格
し か く

を設ける
もう    

か

については、募集
ぼしゅう

の主体
しゅたい

である各地方
かくちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

において、募集
ぼしゅう

しようとする

具体的
ぐたいてき

な職務
しょくむ

内容
ないよう

等
とう

を踏まえて
ふ   

定
さだ

めるべきものである。 

一方
いっぽう

、平成
へいせい

28年
ねん

4月
がつ

に施行
し こ う

される改正
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 36条
だい  じょう

の２に規定
き て い

される合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

については、地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

に対して
た い   

も適用
てきよう

があるため、

各地方
かくちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

に対して
た い   

、改正法
かいせいほう

の趣旨
し ゅ し

、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

に関する
か ん   

指針
し し ん

の趣旨
し ゅ し

を

踏まえた
ふ    

適切
てきせつ

な対応
たいおう

を要請
ようせい

しており、今後
こ ん ご

とも、必要
ひつよう

な情報
じょうほう

提供
ていきょう

等
とう

を行う
おこな  

考
かんが

えである。 
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Ⅳ 推
す い

進
し ん

体
た い

制
せ い

                      

① 広報
こうほう

啓発
けいはつ

活動
かつどう

について、障害者
しょうがいしゃ

団体
だんたい

等
とう

がパンフレットを作成
さくせい

し、イベント

を実施
じ っ し

しても、障害者
しょうがいしゃ

や周辺
しゅうへん

にいる支援者
しえんしゃ

の間
あいだ

にとどまりやすい。今後
こ ん ご

、

社会
しゃかい

一般
いっぱん

に向けて
む   

どのように広
ひろ

げていくのかが課題
か だ い

である。 

② 障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

を検討
けんとう

するに当たって
あ    

は、男女比
だんじょひ

、障害
しょうがい

種別
しゅべつ

等
とう

のバランスにも

配慮
はいりょ

して意見
い け ん

を聴く
き  

ことが重要
じゅうよう

である。 
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障害者
しょうがいしゃ

に関する
かん   

統計
とうけい

 

 

① 障害者
しょうがいしゃ

に関する
か ん   

統計
とうけい

の課題
か だ い

として、障害
しょうがい

について日本
に ほ ん

の人口
じんこう

全体
ぜんたい

を対象
たいしょう

として尋ねた
たず   

調査
ちょうさ

がないことが挙
あ

げられる。例えば
たと   

、国勢
こくせい

調査
ちょうさ

に障害
しょうがい

の有無
う む

に関する
かん   

設問
せつもん

を入れる
い   

ことなどが検討
けんとう

されるべきである。 

② 政策
せいさく

の監視
か ん し

・評価
ひょうか

に使
つか

える水準
すいじゅん

の統計
とうけい

が、国
くに

のみならず地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

でも

不足
ふ そ く

している。そのような統計
とうけい

がなければ、それを整備
せ い び

する必要
ひつよう

がある。 

③ 男女
だんじょ

別
べつ

統計
とうけい

をきめ細かく
  こ ま   

とることを徹底
てってい

すべきである。障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

の

締約
ていやく

国
こく

は、条約
じょうやく

第６条
だい  じょう

の複合
ふくごう

差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

に取り組む
と  く  

ことが義務
ぎ む

とされて

おり、複合
ふくごう

差別
さ べ つ

の実態がわ
じったい    

からない状 況
じょうきょう

を解消
かいしょう

するためにもメリットが

あると思われる
お も    

。 

④ 障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

の実施
じ っ し

に当
あ

たっては、就労
しゅうろう

収 入
しゅうにゅう

や就労率
しゅうろうりつ

、就労
しゅうろう

支援
し え ん

制度
せ い ど

の

利用
り よ う

等
とう

について、男女
だんじょ

の差
さ

があるかどうか、まず現状
げんじょう

を把握
は あ く

することが必要
ひつよう

である。 

⑤ 例えば
たと   

、就 業 面
しゅうぎょうめん

においては、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

状 況
じょうきょう

報告
ほうこく

の延長
えんちょう

線上
せんじょう

に男女
だんじょ

別
べつ

調査
ちょうさ

を位置づける
い ち    

のは限界
げんかい

があるため、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

実態
じったい

調査
ちょうさ

について性別
せいべつ

ごとのクロス集計
しゅうけい

を進める
すす   

など、工夫
く ふ う

をして活用
かつよう

することなどが検討
けんとう

され

るべきである。 
 

（厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

） 

（別添
べってん

１） 
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障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

状 況
じょうきょう

報告
ほうこく

は、従 業 員
じゅうぎょういん

50人
にん

以上
いじょう

の企業
きぎょう

に対し
た い  

、雇用
こ よ う

義務
ぎ む

を満
み

た

しているか否
いな

かの報告
ほうこく

を義務付け
ぎ む づ  

、報告
ほうこく

をしない場合
ば あ い

や虚偽
き ょ ぎ

の報告
ほうこく

をした場合
ば あ い

は罰則
ばっそく

を適用
てきよう

するものであり、いわゆる調査
ちょうさ

ではないため、男女
だんじょ

別
べつ

の報告
ほうこく

を

求めて
も と   

いない。一方
いっぽう

、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

実態
じったい

調査
ちょうさ

は、従 業 員
じゅうぎょういん

５人
にん

以上
いじょう

の事業所
じぎょうしょ

に

対して
た い   

実施
じ っ し

するサンプル調査
ちょうさ

であり、男女
だんじょ

別
べつ

の勤務
き ん む

時間
じ か ん

、賃金
ちんぎん

などを含
ふく

めた

障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

実態
じったい

を網羅的
もうらてき

に把握
は あ く

している。男女
だんじょ

別
べつ

の雇用
こ よ う

実態
じったい

を把握
は あ く

するとい

う観点
かんてん

からは、障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

実態
じったい

調査
ちょうさ

の項目
こうもく

を工夫
く ふ う

する方
ほう

が適切
てきせつ

ではないか。 
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障 害
しょうがい

のある女性
じょせい

 

 

① 男女
だんじょ

雇用
こ よ う

機会
き か い

均等法
きんとうほう

の改正
かいせい

は、好影響
こうえいきょう

があった。一方
いっぽう

で、未だ
い ま  

に、車
くるま

いす

で利用
り よ う

できるトイレ
 

が男性用
だんせいよう

トイレの中
なか

にしかないなどの課題
か だ い

も残されて
の こ     

いる。 

② 日本
に ほ ん

は他
た

の先進
せんしん

諸国
しょこく

と比較
ひ か く

して、女性
じょせい

の社会
しゃかい

参画
さんかく

が低い
ひ く  

水準
すいじゅん

にあり、世論
よ ろ ん

調査
ちょうさ

からも固定的
こていてき

な性別
せいべつ

役割
やくわり

分担
ぶんたん

意識
い し き

が依然として
い ぜ ん     

残
のこ

っているという課題
か だ い

がある。 

③ 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

されている。障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

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。 

④ 医療
いりょう

機関
き か ん

に関する
か ん   

必要
ひつよう

な情報
じょうほう

が手
て

に入りにくい
は い     

などの課題
か だ い

が残されて
の こ     

いる。

また、障害
しょうがい

の有無
う む

にかかわらず、安心
あんしん

して産
う

み、育てる
そだ   

ことができる支援
し え ん

や

環境
かんきょう

整備
せ い び

が必要
ひつよう

である。 

⑤ 性的
せいてき

被害
ひ が い

や配偶者
はいぐうしゃ

からの暴力
ぼうりょく

などの女性
じょせい

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

に、障害
しょうがい

のある女性
じょせい

も

連絡
れんらく

、相談
そうだん

できる体制
たいせい

が必要
ひつよう

である。 

⑥ 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

について、障害
しょうがい

のある女性
じょせい

という視点
し て ん

からも検討
けんとう

する

必要
ひつよう

がある。 

⑦ 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

（別添
べってん

２） 
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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
たと

えば、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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ワーキング・セッションのコーディネーター・参考人
さんこうにん

一覧
いちらん

 

 

 

【ワーキング・セッションⅠ：成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

も含めた
ふ く    

意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

など】 

○コーディネーター：田中
た な か

委員
い い ん

、玉木
た ま き

委員
い い ん

、野澤
の ざ わ

委員
い い ん

 

○参考人
さんこうにん

：佐藤
さ と う

 彰 一
しょういち

（国
こく

学院
がくいん

大学
だいがく

）、都築
つ づ き

 美幸
み ゆ き

（愛知
あ い ち

太陽
たいよう

の家
いえ

）、 

細川
ほそかわ

 瑞子
み ず こ

（富山
と や ま

育成会
いくせいかい

） 

 

【ワーキング・セッションⅡ：精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

・医療
いりょう

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

など】 

○コーディネーター：上野
う え の

委員
い い ん

、大濱
おおはま

委員
い い ん

、川
かわ

﨑
さき

委員
い い ん

、平川
ひらかわ

委員
い い ん

 

○参考人
さんこうにん

：池原
いけはら

 毅和
よしかず

（東 京
とうきょう

アドヴォカシー法律
ほうりつ

事務所
じ む し ょ

）、 

折田
お り た

 みどり（人工
じんこう

呼吸器
こ き ゅ うき

をつけた子
こ

の親
おや

の会
かい

＜バクバクの会
かい

＞）、 

竹田
た け だ

 保
たもつ

（ホップ障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

センター）、 

山本
やまもと

 深雪
み ゆ き

（大阪
おおさか

精神
せいしん

医療
いりょう

人権
じんけん

センター） 

 

【ワーキング・セッションⅢ：インクルーシブ教 育
きょういく

システム、雇用
こ よ う

など】 

○コーディネーター：佐藤
さ と う

委員
い い ん

、柘植
つ げ

委員
い い ん

、辻井
つ じ い

委員
い い ん

 

○
まる

参考人
さんこうにん

：大
おお

南
みなみ

 英
ひで

明
あき

（全
ぜん

国
こく

特
とく

別
べつ

支
し

援
えん

教
きょう

育
いく

推
すい

進
しん

連
れん

盟
めい

）、田
た

中
なか

 伸
のぶ

明
あき

（名
な

城
しろ

法
ほう

律
りつ

事
じ

務
む

所
しょ

）、 

永野
な が の

 仁
ひと

美
み

（上智
じょうち

大学
だいがく

）、村上
むらかみ

 由美
ゆ み

（ボイスマネージ） 

 

【ワーキング・セッションⅣ：情 報
じょうほう

アクセシビリティ】 

参考
さんこう

１ 
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○コーディネーター：石野
い し の

委員
い い ん

、門川
かどかわ

委員
い い ん

、竹下
たけした

委員
い い ん

 

○参考人
さんこうにん

：近藤
こんどう

 武夫
た け お

（東 京
とうきょう

大学
だいがく

）、新谷
しんたに

 友
とも

良
よし

（全日本
ぜんにっぽん

難聴者
なんちょうしゃ

・中途失聴者
ちゅうとしっちょうしゃ

団体
だんたい

連合会
れんごうかい

）、 

     寺島
てらしま

 彰
あきら

（浦和
う ら わ

大学
だいがく

） 

 

※ 五十音
ごじゅうおん

順
じゅん

、敬称
けいしょう

略
りゃく

、所属
しょぞく

は事務局
じ む き ょ く

把握
は あ く

によるもの 
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障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

の講演者
こうえんしゃ

・参考人
さんこうにん

一覧
いちらん

 

 

 

 

【第 21 回
だ い  かい

障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
い い ん かい

】 

○ロン・マッカラム（シドニー大学
だいがく

名誉
め い よ

教 授
きょうじゅ

、前国連
ぜんこくれん

障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

委員会
い い ん かい

委員長
いいんちょう

） 

 

【第 23回
だ い  かい

障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
い い ん かい

】 

○勝
かつ

又
また

 幸子
ゆ き こ

（国立
こくりつ

社会
しゃかい

保障
ほしょう

・人口
じんこう

問題
もんだい

研究所
けんきゅうしょ

） 

 

【第
だい

25回障害者政策委員会
かいしょうがいしゃせいさくいいんかい

】 

○西
にし

田
だ

 淳
あつ

志
し

（東
とう

京
きょう

都
と

医
い

学
がく

総
そう

合
ごう

研
けん

究
きゅう

所
じょ

） 

 

 

※ 敬
けい

称
しょう

略
りゃく

、所
しょ

属
ぞく

は事
じ

務
む

局
きょく

把
は

握
あく

によるもの 

参考
さんこう

２ 
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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

に係る
か か  

 

障害者
しょうがいしゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

及
およ

びワーキング・セッションの開催
かいさい

実績
じっせき

 
 

 

 

 

 

 

 

５月
が つ

29日
に ち

（金
き ん

）13:30～17:30〔４時
じ

間
かん

〕 

第
だ い

21回
か い

政
せ い

策
さ く

委
い

員
い ん

会
か い

 

ロン・マッカラム氏
し

（前国連
ぜんこくれん

障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

委員会
い い ん かい

委員長
いいんちょう

）講演
こうえん

 

 

「１．生活
せいかつ

支援
し え ん

」 

「２．保健
ほ け ん

・医療
いりょう

」 

「３．教 育
きょういく

、文化
ぶ ん か

芸 術
げいじゅつ

活動
かつどう

・スポーツ等
とう

」 

「５．生活
せいかつ

環 境
かんきょう

」 

（※ いずれも、ワーキング・セッションで

扱う
あつか 

テーマを除く
のぞ  

） 

 

 

 

 

５月
がつ

19日
にち

（火
か

） 

10:30～12:30 ワーキング・セッションⅣ① 

〔２時間
じ か ん

〕  【情 報
じょうほう

アクセシビリティ】 

13:30～15:30 ワーキング・セッションⅡ① 

〔２時間
じ か ん

〕  【精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

・医療
いりょう

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

など】 

 

５月
がつ

22
２２

日
にち

（金
きん

） 

10:30～12:30 ワーキング・セッションⅠ① 

〔２時間
じ か ん

〕 【成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

も含めた
ふ く    

意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

など】 

14:00～16:00 ワーキング・セッションⅢ① 

〔２時間
じ か ん

〕 【インクルーシブ教育
きょういく

システム、雇用
こ よ う

など】 

 

 

６月
がつ

１日
  にち

（月
げつ

） 

10:30～12:30 ワーキング・セッションⅣ② 

〔２時間
じ か ん

〕  【情 報
じょうほう

アクセシビリティ】 

13:30～15:30 ワーキング・セッションⅡ② 

〔２時間
じ か ん

〕  【精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

・医療
いりょう

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

など】 

 

６月
がつ

５日
 に ち

（金
きん

） 

13:30～15:30 ワーキング・セッションⅢ② 

〔２時間
じ か ん

〕 【インクルーシブ教育
きょういく

システム、雇用
こ よ う

など】 

 

６月
がつ

12日
にち

（金
きん

） 

10:30～12:30 ワーキング・セッションⅠ② 

〔２時間
じ か ん

〕 【成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

も含めた
ふ く   

意思
い し

決定
けってい

支援
し え ん

など】 

参考
さんこう

３ 
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６月
が つ

29日
に ち

（月
げ つ

）13:30～17:30〔４時
じ

間
かん

〕 

第
だ い

22回
か い

政
せ い

策
さ く

委
い

員
い ん

会
か い

 

「７．安心
あんしん

・安全
あんぜん

」 

「８．差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

及び
およ  

権利
け ん り

擁護
よ う ご

の推進
すいしん

※ 

(※ワーキング・セッションで扱う
あつか 

テーマを除く
のぞ  

) 

「９．行 政
ぎょうせい

サービス等
とう

における配慮
はいりょ

」 

「10. 国際協力
こくさいきょうりょく

」 

「IV  推進体制
す い し ん た い せ い

」 

 

 

 

７月
が つ

10日
に ち

（金
き ん

）13:15～16:15〔３時
じ

間
かん

〕 

第
だ い

23回
か い

政
せ い

策
さ く

委
い

員
い ん

会
か い

 

・各
かく

ワーキング・セッションから議論
ぎ ろ ん

概要
がいよう

の報告
ほうこく

 

・意見
い け ん

交換
こうかん

 

 

８月
が つ

10日
に ち

（月
げ つ

）13:15～16:15〔３時
じ

間
かん

〕 

第
だ い

24回
か い

政
せ い

策
さ く

委
い

員
い ん

会
か い

 

・全分野
ぜ ん ぶ んや

にわたる再度
さ い ど

の議論
ぎ ろ ん

 

 

８月
が つ

31日
に ち

（月
げ つ

）13:15～16:15〔３時
じ

間
かん

〕 

第
だ い

25回
か い

政
せ い

策
さ く

委
い

員
い ん

会
か い

 

・第 24 回
だ い  かい

で出された
だ   

意見
い け ん

に係る
か か  

修 正
しゅうせい

箇所
か し ょ

の確認
かくにん
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