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２０１０・１１・２２ 
しょうがいしゃ

障害者
き ほ ん

基本
ほう

法に
も り こ

盛り込むべき
じ こ う

事項（
あん

案） 
しゅうろう

就 労・
ごうどう

合同
さぎょう

作業チーム  

 

 
ろうどう

労働
およ

及び
こ よ う

雇用について
しょうがいしゃ

障害者
き ほ ん

基本
ほう

法に
い か

以下の
ないよう

内容を
き て い

規定すべきである。 

 

１． 
ろうどう

労働の
け ん り

権利の
ほしょう

保障と
くじょう

苦情に
たい

対する
きゅうさい

救 済
せ い ど

制度の
せ い び

整備 

 
しょうがいしゃ

障害者
け ん り

権利
じょうやく

条 約
だい

第27
じょう

条 では、「
しょうがいしゃ

障害者が
た

他の
もの

者と
びょうどう

平 等に
ろうどう

労働についての
け ん り

権利を
ゆう

有することを
みと

認める。」と
き て い

規定されている。また、
に ほ ん こ く

日本国
けんぽう

憲法
だい

第27
じょう

条 でも、「すべて
こくみん

国民は、
きんろう

勤労の
け ん り

権利を
ゆう

有し、
ぎ む

義務を
お

負う。」と
き て い

規定している。しかし、
げんこう

現行の
しょうがいしゃ

障害者
き ほ ん

基本
ほう

法をはじめ、
しょうがいしゃ

障害者の
こ よ う

雇用の
そくしん

促進
とう

等

に
かん

関する
ほうりつ

法律や
しょうがいしゃ

障害者
じ り つ

自立
し え ん

支援
ほう

法などでは、
しょうがいしゃ

障害者の
ろうどう

労働の
け ん り

権利は
め い き

明記されていない。
しょうがいしゃ

障害者の
しゅうぎょう

就 業
りつ

率が
た

他の
もの

者とくらべ、きわめて
ひく

低く、かつ、
しゅうぎょう

就 業している
しょうがいしゃ

障害者の
ちんぎん

賃金などの
ろうどう

労働
じょうけん

条 件

も
た

他の
もの

者とくらべ、かなり
わる

悪い
じったい

実態を
かいぜん

改善するためにも
しょうがいしゃ

障害者の
ろうどう

労働の
け ん り

権利が
ほしょう

保障されなければ

ならない。それには、
こうせい

公正かつ
りょうこう

良 好な
ろうどう

労働
じょうけん

条 件、
あんぜん

安全かつ
けんこうてき

健康的な
さぎょう

作業
じょうけん

条 件
およ

及び
くじょう

苦情に
たい

対する
きゅうさい

救 済についての
け ん り

権利の
ほ ご

保護が
ふく

含まれる。 

 

２． 
ろうどう

労働
し さ く

施策と
ふ く し

福祉
し さ く

施策が
いったいてき

一体的に
てんかい

展開できる
しょうがいしゃ

障害者
しゅうろう

就 労
せ い ど

制度の
せ い び

整備（
せいけい

生計を
い じ

維持するための
ちんぎん

賃金
ほ て ん

補填などによる
しょとく

所得
ほしょう

保障を
ふく

含む。）と
ろうどうしゃ

労働者
ほ ご

保護
ほう

法の
てきよう

適用の
か く ほ

確保 

 
げんざい

現在いわゆる
ふ く し

福祉
てき

的
しゅうろう

就 労に
じゅうじ

従事している 20 万
にん

人
ちか

近くの
しょうがいしゃ

障害者のうちごく
い ち ぶ

一部を
のぞ

除き、
ろうどうしゃ

労働者
ほ ご

保護
ほう

法（
ろうどう

労働
きじゅん

基準
ほう

法、
さいてい

最低
ちんぎん

賃金
ほう

法、
ろうどう

労働
あんぜん

安全
えいせい

衛生
ほう

法、
ろうどうしゃ

労働者
さいがい

災害
ほしょう

補償
ほ け ん

保険
ほう

法などに
くわ

加え、
こ よ う

雇用
ほ け ん

保険
ほう

法、
けんこう

健康
ほ け ん

保険
ほう

法および
こうせい

厚生
ねんきん

年金
ほう

法も
ふく

含む。）の
たいしょう

対 象
がい

外とされ、
ろうどうしゃ

労働者あるいは
ろうどうしゃ

労働者に
じゅん

準 じた
ろうどう

労働
じょうけん

条 件などを
か く ほ

確保する
てんぼう

展望もない
じょうきょう

状 況におかれている。そうした
じょうきょう

状 況を
だ か い

打開するには、
ふ く し

福祉
てき

的
しゅうろう

就 労
せ い ど

制度にかわるものとして、
げんざい

現在
ぶんりつ

分立している
ろうどう

労働
し さ く

施策と
ふ く し

福祉
し さ く

施策を
いったいてき

一体的に
てんかい

展開できるよう

な
し く

仕組み、つまり、
ふ く し

福祉
てき

的
しゅうろう

就 労に
じゅうじ

従事している
しょうがいしゃ

障害者が、
ご う り て き

合理的
はいりょ

配慮の
ていきょう

提 供および、
ひつよう

必要な
し え ん

支援

（
せいけい

生計を
い じ

維持するための
ちんぎん

賃金
ほ て ん

補填などによる
しょとく

所得
ほしょう

保障などを
ふく

含む。）を
けいぞく

継続
てき

的に
う

受けながら、
ろうどうしゃ

労働者
ほ ご

保護
ほう

法が
てきよう

適用される
た よ う

多様な
しゅうぎょう

就 業の
ば

場で
は た ら き が い

働き甲斐のある
にんげん

人間らしい
し ご と

仕事ができる
し く

仕組みを
せ い び

整備する
ひつよう

必要がある。また、それらの
しょうがいしゃ

障害者の
しょくぎょう

職 業の
せ ん た く し

選択肢を
ひろ

拡げるとともに、キャリア
けいせい

形成

ができるよう、
しょうがい

生 涯
がくしゅう

学 習を
ふく

含む、
のうりょく

能 力
かいはつ

開発などの
し え ん

支援も
せっきょくてき

積極的に
おこな

行 われなければならない。 

  

３．
た よ う

多様な
しゅうぎょう

就 業の
ば

場の
そうしゅつ

創 出および
ひつよう

必要な
し ご と

仕事の
か く ほ

確保 

 
しょうがいしゃ

障害者が
じ ゆ う

自由に
せんたく

選択し、または
しょうだく

承 諾する
ろうどう

労働につけるよう、
きぎょう

企業や
こうきょう

公 共
き か ん

機関での
こ よ う

雇用に
くわ

加え、

第 26回障がい者制度改革推進会議(H22.11.22) 

松井亮輔委員、当日提出資料 
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じ え い

自営・
きぎょう

起業、
しゃかいてき

社会的
じぎょう

事業
しょ

所や
きょうどう

協 同
くみあい

組合での
しゅうぎょう

就 業、ならびに
ざいたく

在宅
しゅうろう

就 労などを
ふく

含む、
た よ う

多様な
しゅうぎょう

就 業

の
ば

場を
せっきょくてき

積極的に
そうしゅつ

創 出するとともに、そこで
しゅうぎょう

就 業する
しょうがいしゃ

障害者が
せいけい

生計を
た

立てうる、
てきせつ

適切な
し ご と

仕事を
あんてい

安定
か く ほ

確保するための
し く

仕組み（ハート
こうにゅう

購 入
ほう

法など
ゆうせん

優先
はっちゅう

発 注
せ い ど

制度や
そうごう

総合
ひょうか

評価
にゅうさつ

入 札
せ い ど

制度など）を
せ い び

整備

しなければならない。 

 

４．
ご う り て き

合理的
はいりょ

配慮および
ひつよう

必要な
し え ん

支援の
ていきょう

提 供の
か く ほ

確保 

 
しょうがい

障 害の
しゅるい

種類や
て い ど

程度にかかわらず、
ろうどう

労働
およ

及び
こ よ う

雇用を
き ぼ う

希望するすべての
しょうがいしゃ

障害者が
た

他の
もの

者と
びょうどう

平 等に
しゅうしょく

就 職し、その
しょく

職 の
い じ

維持や
しょうしん

昇 進、あるいは
ふくしょく

復 職などができるよう、
しょくば

職場における
ご う り て き

合理的
はいりょ

配慮お

よび
ひつよう

必要な
し え ん

支援（
しょくぎょう

職 業
せいかつ

生活を
い じ

維持・
こうじょう

向 上するための
じんてき

人的、
ぶってき

物的および
けいざい

経済
てき

的
し え ん

支援を
ふく

含む。それ

には
しょくぎょう

職 業
い じ

維持に
ひつよう

必要な
せいかつ

生活
めん

面での
し え ん

支援や
つうきん

通勤
し え ん

支援なども
ふく

含まれる。）の
ていきょう

提 供を
か く ほ

確保しなければ

ならない。 

 

５．
しょうがいしゃ

障害者が
とくべつ

特別の
しょくぎょう

職 業サービス（
しょくぎょう

職 業
そうだん

相談、
しょくぎょう

職 業
し ど う

指導、
しょくぎょう

職 業
くんれん

訓練
およ

及び
しょくぎょう

職 業
しょうかい

紹 介サー

ビスなど）だけでなく、
いっぱん

一般の
しょくぎょう

職 業サービスも
り よ う

利用できるようにすること 

 
しょうがいしゃ

障害者が
た

他の
もの

者と
びょうどう

平 等に
ろうどう

労働
およ

及び
こ よ う

雇用に
さ ん か

参加できるようにするべく、ニーズに
おう

応じた
てきせつ

適切な
しょくぎょう

職 業サービス
ていきょう

提 供を
か く ほ

確保するには、かぎられた
とくてい

特定の
き か ん

機関で
ていきょう

提 供される
しょうがいしゃ

障害者を
たいしょう

対 象とした
とくべつ

特別の
しょくぎょう

職 業サービスだけでなく、
しょうがいしゃ

障害者にとって
み ぢ か

身近な
ち い き

地域で
ひつよう

必要な
しょくぎょう

職 業サービスが
う

受けら

れるよう、
いっぱん

一般
し み ん

市民を
たいしょう

対 象とした
つうじょう

通 常の
しょくぎょう

職 業サービスが
り よ う

利用できるようにしなければならな

い。つまり、
ち い き

地域にある
つうじょう

通 常の
かくしゅ

各種
しょくぎょう

職 業サービスを
しょうがいしゃ

障害者にとってインクルーシブでアクセ

シブルなものにしなければならない。 

 

６．あらゆる
しゅるい

種類の
しょうがいしゃ

障害者への
こ よ う

雇用
ぎ む

義務の
かくだい

拡大と
はたら

働 き
が い

甲斐のある、
ひと

人としての
そんげん

尊厳にふさわし

い
しょくば

職場の
か く ほ

確保 

 
しょうがいしゃ

障害者の
こ よ う

雇用の
そくしん

促進
とう

等に
かん

関する
ほうりつ

法律に
もと

基づく
しょうがいしゃ

障害者
こ よ う

雇用
ぎ む

義務の
たいしょう

対 象は、
げんざい

現在のところ
しんたい

身体
しょうがいしゃ

障害者と
ち て き

知的
しょうがいしゃ

障害者に
げんてい

限定されているが、その
たいしょう

対 象を
せいしん

精神
しょうがいしゃ

障害者を
ふく

含む、あらゆる
しゅるい

種類の
しょうがいしゃ

障害者に
かくだい

拡大するとともに、
げんこう

現行の
しょうがいしゃ

障害者
こ よ う

雇用
りつ

率
せ い ど

制度を
りょう

量 としての
こ よ う

雇用だけでなく、
は た ら き が い

働き甲斐

のある、
にん

人としての
そんげん

尊厳にふさわしい
しょくば

職場をも
か く ほ

確保できる
し く

仕組みに
てんかん

転換する
ひつよう

必要がある。そして、

そうした
しょくば

職場を
か く ほ

確保するには、
ご う り て き

合理的
はいりょ

配慮および
ひつよう

必要な
し え ん

支援が
かくじつ

確実に
ていきょう

提 供されるよう、
しょうがいしゃ

障害者だ

けでなく、
じぎょうぬし

事業主
に た い

に対しても
てきせつ

適切なフォローアップサービスが、
ひつよう

必要な
き か ん

期間
けいぞく

継続
てき

的になされなけ

ればならない。 
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医療
いりょう

・合同
ごうどう

作業
さぎょう

チームでの２回
かい

の会合
かいごう

を踏
ふ

まえた 

障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

に盛
も

り込
こ

むべき事項
じ こ う

［理念
り ね ん

・考
かんが

え方
かた

］（案
あん

） 
 

座長
ざちょう

 堂本
どうもと

暁子
あ き こ

 
 

作業
さぎょう

チームで確認
かくにん

された 

「盛
も

り込
こ

むべき内容
ないよう

」 

「盛
も

り込
こ

むべき内容
ないよう

」を［理念
り ね ん

・考
かんが

え方
かた

］

としてとらえた場合
ば あ い

 

(1) いわゆる社会的
しゃかいてき

入院
にゅういん

を解
かい

消
しょう

し、自立
じ り つ

（自律
じ り つ

）した生活
せいかつ

及
およ

び地域
ち い き

社会
しゃかい

への包摂
ほうせつ

の

ための施策
し さ く

の根拠
こんきょ

となる規定
き て い

  

［社会
しゃかい

から隔離
か く り

されることなく、地域
ち い き

社会
しゃかい

において自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を営
いとな

む権利
け ん り

］ 

(2) 医療
いりょう

保護
ほ ご

入院
にゅういん

に 係
かか

る 同意
ど う い

を 含
ふく

む

「保護者
ほ ご し ゃ

制度
せ い ど

」を解消
かいしょう

するための根拠
こんきょ

とな

る規定
き て い

  

［自
みずか

らの判断
はんだん

と選択
せんたく

による医療
いりょう

の利用
り よ う

］ 

［非自発的
ひ じ は つ て き

な（本人
ほんにん

の意
い

に反
はん

した又
また

は

本人
ほんにん

の意思
い し

を確認
かくにん

することができない

状態
じょうたい

における）入院
にゅういん

及
およ

び隔離
か く り

拘束
こうそく

の際
さい

の

保護者
ほ ご し ゃ

に替
か

わる公的
こうてき

機関
き か ん

の責任
せきにん

］ 

(3) 強制的
きょうせいてき

な入院
にゅういん

等
とう

の人権
じんけん

制約
せいやく

が行
おこな

われる

場合
ば あ い

に適正
てきせい

手続
てつづき

を保障
ほしょう

することの根拠
こんきょ

とな

る規定
き て い

  

［日本
に ほ ん

国
こく

憲法
けんぽう

の保障
ほしょう

する権利
け ん り

及
およ

び自由
じ ゆ う

の、本人
ほんにん

の意
い

に反
はん

した又
また

は本人
ほんにん

の意思
い し

を

確認
かくにん

することができない状態
じょうたい

における

制約
せいやく

に係
かかわ

る適正
てきせい

な手続
てつづき

の整備
せ い び

］ 

［第三者
だいさんしゃ

機関
き か ん

による監視
か ん し

を含
ふく

む適正
てきせい

な

手続
てつづき

の保障
ほしょう

］ 

(4) 精神
せいしん

医療
いりょう

の質
しつ

の向上
こうじょう

に努
つと

めることの

根拠
こんきょ

となる規定
き て い

  

入院
にゅういん

ニーズを十分
じゅうぶん

に精査
せ い さ

した上
うえ

での必要
ひつよう

最低限
さいていげん

かつ適正
てきせい

な病床数
びょうしょうすう

と人員
じんいん

確保
か く ほ

を含
ふく

む医療
いりょう

サービス提供
ていきょう

体制
たいせい

の担保
た ん ぽ

 

(5) 一般
いっぱん

医療
いりょう

における問題点
もんだいてん

の解消
かいしょう

に努
つと

め

ることの根拠
こんきょ

となる規定
き て い

  

 

 

(参考
さんこう

)定義
て い ぎ

規定
き て い

・基本的
きほんてき

理念
り ね ん

規定
き て い

において盛
も

り込
こ

むべき事項
じ こ う

［考
かんが

え方
かた

］ 
 

(6) 「社会
しゃかい

モデル」に基
もと

づく障害
しょうがい

の定義
て い ぎ

 ［心身
しんしん

の機能上
きのうじょう

の損傷
そんしょう

と社会
しゃかい

にお

ける様々
さまざま

な障壁
しょうへき

との相互
そ う ご

作用
さ よ う

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

が生
しょう

じた状態
じょうたい

］ 

（Ｐ） 

(7) 基本
き ほ ん

理念
り ね ん

（基本的
きほんてき

人権
じんけん

の尊重
そんちょう

） ［すべて障害者
しょうがいしゃ

は、日本
に ほ ん

国
こく

憲法
けんぽう

の

保障
ほしょう

する権利
け ん り

及
およ

び自由
じ ゆ う

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］ 

第 26回障がい者制度改革推進会議(H22.11.22) 

堂本暁子委員 当日提出資料 
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医療
いりょう

・合同
ごうどう

作業
さぎょう

チーム 

第
だい

２回
かい

合同
ごうどう

作業
さぎょう

チーム（H22.11.19会合
かいごう

）・座長
ざちょう

メモ 

（※ 11/19会合
かいごう

における議論
ぎ ろ ん

を踏
ふ

まえ、最終
さいしゅう

ページに追記
つ い き

しています。） 

 

 

Ⅰ 確認
かくにん

事項
じ こ う

 

 

１ 前期
ぜ ん き

（H22.10～12月
がつ

）における検討
けんとう

 

   テーマ：障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

の考
かんが

え方
かた

を踏
ふ

まえながら、医療
いりょう

について、特
とく

に

精神
せいしん

医療
いりょう

を中心
ちゅうしん

に検討
けんとう

。 

(1) 議論
ぎ ろ ん

に当
あ

たっては、前提
ぜんてい

として、以下
い か

を特
とく

に念頭
ねんとう

におく。 

 ・ 障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

の考
かんが

え方
かた

。 

・ 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

の第一次
だいいちじ

意見
い け ん

及
およ

びこれを踏
ふ

まえた閣議
か く ぎ

決定
けってい

 

 ・ 障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の改
かい

正
せい

に向
む

けた推進
すいしん

会議
か い ぎ

での議論
ぎ ろ ん

 

 ・ 総合
そうごう

福祉
ふ く し

部会
ぶ か い

での議論
ぎ ろ ん

 

(2) この作業
さぎょう

チームでは、医療
いりょう

に関
かん

して、推進
すいしん

会議
か い ぎ

および総合
そうごう

福祉
ふ く し

部会
ぶ か い

で、

今後
こ ん ご

、以下
い か

のことを検討
けんとう

するうえで活用
かつよう

される論点
ろんてん

整理
せ い り

を行
おこな

う。 

    ・ 障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

改正
かいせい

 

 ・ 総合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の制定
せいてい

 

 ・ 個別
こ べ つ

分野
ぶ ん や

の制度
せ い ど

改正
かいせい

 

 

２ 第
だい

１回
かい

（H22.10.26）における確認
かくにん

事項
じ こ う

 

   障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

に盛
も

り込
こ

むべき内容
ないよう

として、以下
い か

の事項
じ こ う

が確認
かくにん

された。 

(1) いわゆる社会的
しゃかいてき

入院
にゅういん

を解
かい

消
しょう

し、自立
じ り つ

（自律
じ り つ

）した生活
せいかつ

及
およ

び地域
ち い き

社会
しゃかい

への包摂
ほうせつ

のための施策
し さ く

の根拠
こんきょ

となる規定
き て い

を設
もう

けること 

(2) 医療
いりょう

保護
ほ ご

入院
にゅういん

に係
かか

る同意
ど う い

を含
ふく

む「保護者
ほ ご し ゃ

制度
せ い ど

」を解消
かいしょう

するための根拠
こんきょ

となる規定
き て い

を設
もう

けること 

(3) 強制的
きょうせいてき

な入院
にゅういん

等
とう

の人権
じんけん

制約
せいやく

が行
おこな

われる場合
ば あ い

に適正
てきせい

手続
てつづき

を保障
ほしょう

する

規定
き て い

を設
もう

けること 

 

   ※ 上記
じょうき

の３つの論点
ろんてん

に係
かか

る障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の改正
かいせい

の検討
けんとう

は、同法
どうほう

の「障害者
しょうがいしゃ

の

福祉
ふ く し

に関
かん

する基本的
きほんてき

施策
し さ く

」の「医療
いりょう

等
とう

」に関
かん

する部分
ぶ ぶ ん

の条項
じょうこう

改正
かいせい

のみなら

ず、同法
どうほう

の「基本
き ほ ん

理念
り ね ん

」に係
かかわ

る条項
じょうこう

の改正
かいせい

をはじめとして同法
どうほう

の他
ほか

の部分
ぶ ぶ ん

に

関
かん

する議論
ぎ ろ ん

にも、当然
とうぜん

に及
およ

ぶ必要
ひつよう

があると考
かんが

える。 
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Ⅱ 第
だい

１回
かい

（H22.10.26）の際
さい

、追加
つ い か

して検討
けんとう

すべきとされた事項
じ こ う

について 
 

１ 障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

に盛
も

り込
こ

むべき内容
ないよう

（追加
つ い か

）として、以下
い か

の事項
じ こ う

について

どう考
かんが

えるか。 
 

 (4) 精神
せいしん

医療
いりょう

の質
しつ

の向上
こうじょう

に努
つと

めることの根拠
こんきょ

となる規定
き て い

を設
もう

けることに

ついて。 
 

精神
せいしん

医療
いりょう

の提供
ていきょう

に当
あ

たっては、一般
いっぱん

医療
いりょう

と同様
どうよう

、インフォームド・コンセン

トを得
え

るという原則
げんそく

を徹底
てってい

するとともに、身体
しんたい

拘束
こうそく

や閉鎖
へ い さ

空間
くうかん

での処遇
しょぐう

等
とう

の

行動
こうどう

制限
せいげん

を極小化
きょくしょうか

するべきではないか。このためには、非自発的
ひ じ は つ て き

入院
にゅういん

を削
けず

減
げん

し

ていくこと、入院
にゅういん

ニーズを十分
じゅうぶん

に精査
せ い さ

したうえで必要
ひつよう

最低限
さいていげん

かつ適正
てきせい

な病床数
びょうしょうすう

に対
たい

し、行動
こうどう

制限
せいげん

の極小化
きょくしょうか

に見合
み あ

った人員
じんいん

配置
は い ち

を行
おこな

い、精神
せいしん

医療
いりょう

に充
あ

てる人員
じんいん

の

標準
ひょうじゅん

を一般
いっぱん

医療
いりょう

より少
すく

なく設定
せってい

している現行
げんこう

の基準
きじゅん

を改
あらた

めることが必要
ひつよう

ではな

いか。また、急性期
きゅうせいき

等
とう

の精神
せいしん

医療
いりょう

に携
たずさ

わる医師
い し

、看護師
か ん ご し

、コメディカル等
とう

の仕事
し ご と

の質
しつ

を確保
か く ほ

するための指針
し し ん

の整備
せ い び

等
とう

とともに、障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

において、このよ

うな施策
し さ く

の根拠
こんきょ

となる規定
き て い

を設
もう

けることについてどう考
かんが

えるか。 
 

 (5) 一般
いっぱん

医療
いりょう

における問題点
もんだいてん

の解消
かいしょう

に努
つと

めることの根拠
こんきょ

となる規定
き て い

を設
もう

けることについて。 
 

一般
いっぱん

医療
いりょう

においても適正
てきせい

手続
て つ づ

きの保障
ほしょう

がない状況
じょうきょう

で行動
こうどう

制限
せいげん

が行
おこな

われている

状況
じょうきょう

があり、医療
いりょう

提供
ていきょう

に当
あ

たっての人権
じんけん

確保
か く ほ

の必要性
ひつようせい

は精神
せいしん

医療
いりょう

にとどまらな

いのではないか。 

また、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

が身体
しんたい

合併症
がっぺいしょう

治療
ちりょう

のために一般
いっぱん

医療
いりょう

を受
う

ける必要
ひつよう

が生
しょう

じて

もその円滑
えんかつ

な提供
ていきょう

がなされないことがあり、こうした事態
じ た い

の改善
かいぜん

が必要
ひつよう

ではな

いか。障害
しょうがい

を理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

なしに必要
ひつよう

な医療
いりょう

が自
みずか

らの選択
せんたく

によって受
う

けられ

ることは、精神
せいしん

医療
いりょう

の範囲
は ん い

にとどまらず不可欠
ふ か け つ

なことではないか。障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

において、このような問題点
もんだいてん

を解消
かいしょう

する施策
し さ く

の根拠
こんきょ

となる規定
き て い

を設
もう

けることに

ついてどう考
かんが

えるか。 
 

２ 精神
せいしん

医療
いりょう

の法
ほう

体系
たいけい

のあり方
かた

についてどう考
かんが

えるか。 
 

・ 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

に必要
ひつよう

な支援
し え ん

は、当然
とうぜん

ながら医療
いりょう

に留
と

まらず、保健
ほ け ん

（入院
にゅういん

と

ならないよう未然
み ぜ ん

防止
ぼ う し

するための支援
し え ん

、退院
たいいん

直後
ちょくご

の支援
し え ん

等
とう

）と福祉
ふ く し

（住居
じゅうきょ

確保
か く ほ

、所得
しょとく

保障
ほしょう

、就労
しゅうろう

支援
し え ん

等
とう

）のサービスや支援
し え ん

が個々
こ こ

の障害者
しょうがいしゃ

のニーズ

に則
そく

して相互
そ う ご

に連携
れんけい

して提供
ていきょう

されなければならないのではないか。 
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 ・ 特
とく

に精神
せいしん

医療
いりょう

に関
かん

しては、医療
いりょう

と福祉
ふ く し

が混
こん

在
ざい

し制度上
せいどじょう

の問題
もんだい

を多
おお

く含
ふく

ん

でいる精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉法
ふくしほう

を人権的
じんけんてき

な視点
し て ん

も含
ふく

め抜
ばっ

本的
ぽんてき

に改正
かいせい

するか、又
また

は

新法
しんぽう

の制定
せいてい

を検討
けんとう

する必要
ひつよう

があるのではないか。 

  

（※ たとえば、医
い

療法
りょうほう

等
とう

の一般的
いっぱんてき

な医療
いりょう

法制
ほうせい

、地域
ち い き

保健法
ほけんほう

等
とう

の保健
ほ け ん

法制
ほうせい

、

総合
そうごう

福祉法
ふくしほう

等
とう

の福祉
ふ く し

法制
ほうせい

に精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する規定
き て い

を取
と

り込
こ

むことを法
ほう

体系
たいけい

の基本
き ほ ん

とし、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

固有
こ ゆ う

の事情
じじょう

に基
もと

づく人権
じんけん

尊重
そんちょう

、非自発的
ひ じ は つ て き

入院
にゅういん

・隔離
か く り

拘束
こうそく

の際
さい

に取
と

るべき適正
てきせい

な手続
てつづき

、第三者
だいさんしゃ

機関
き か ん

によるチェック等
とう

の必要性
ひつようせい

を満
み

たすために、上記
じょうき

の新法
しんぽう

又
また

は抜
ばっ

本改正
ぽんかいせい

した精神
せいしん

保健
ほ け ん

福祉法
ふくしほう

に規定
き て い

を置
お

くこととしてはどうか。） 

 

 

《11/19会合
かいごう

における議論
ぎ ろ ん

を踏
ふ

まえた追記
つ い き

》 

 

上記
じょうき

の座長
ざちょう

メモに基
もと

づき議論
ぎ ろ ん

が行
おこな

われたが、精神
せいしん

医療
いりょう

の法
ほう

体系
たいけい

のあり方
かた

に

ついては、以下
い か

の ①、②のように意見
い け ん

が分
わ

かれた。 

 

① 精神
せいしん

医療
いりょう

は医療
いりょう

を受
う

ける者
もの

本人
ほんにん

の自発的
じはつてき

意思
い し

に基
もと

づいて提供
ていきょう

される

（精神
せいしん

医療
いりょう

を一般
いっぱん

医療
いりょう

と区別
く べ つ

しない）ことを法
ほう

体系
たいけい

の基本
き ほ ん

としたうえで、

やむを得
え

ず非自発的
ひ じ は つ て き

入院
にゅういん

や行動
こうどう

制限
せいげん

が行
おこな

われる場合
ば あ い

における人権
じんけん

確保
か く ほ

の

ための適正
てきせい

な手続
てつづき

を定
さだ

める法律
ほうりつ

（適正
てきせい

手続法
てつづきほう

）を設
もう

けるべきという意見
い け ん

。 

 

② 精神
せいしん

医療
いりょう

に関
かん

し（さらには精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

を支援
し え ん

する保健
ほ け ん

施策
し さ く

も含
ふく

めて）、

自発的
じはつてき

意思
い し

に基
もと

づくことを原則
げんそく

とし、非自発的
ひ じ は つ て き

入院
にゅういん

や行動
こうどう

制限
せいげん

が行
おこな

われ

る場合
ば あ い

には人権
じんけん

確保
か く ほ

のための適正
てきせい

な手続
てつづき

が必要
ひつよう

なことは当然
とうぜん

であるが、

法
ほう

体系
たいけい

としては、精神
せいしん

医療
いりょう

に特化
と っ か

した法律
ほうりつ

を存置
そ ん ち

させるべきという意見
い け ん

。 
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障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

・障害児
しょうがいじ

条項
じょうこう

イメージ修正
しゅうせい

案
あん

 

 

2010年
ねん

11月
がつ

22日
にち

 

 

障害児
しょうがいじ

支援
し え ん

作業
さぎょう

チーム座長
ざちょう

  大谷
おおたに

 恭子
きょうこ

 

 

第
だい

2回
かい

会議
か い ぎ

（2010年
ねん

11月
がつ

19日
にち

）において出
だ

された意見
い け ん

を踏
ふ

まえ、以下
い か

条項
じょうこう

イメージを修正
しゅうせい

し、11月
がつ

22日
にち

制度
せ い ど

改革
かいかく

推進
すいしん

会議
か い ぎ

に提
てい

出
しゅつ

します。 
 

１ 権利
け ん り

の保障
ほしょう

 

 障害
しょうがい

のある子
こ

は、障害
しょうがい

のない子
こ

と等
ひと

しく家庭
か て い

及
およ

び地域
ち い き

社会
しゃかい

の構
かまえ

成員
せいいん

として尊重
そんちょう

され、生命
せいめい

、生存
せいぞん

、

および成長
せいちょう

が保障
ほしょう

され、医療
いりょう

、福祉
ふ く し

、教育
きょういく

及
およ

び遊
あそ

び・余暇
よ か

等
とう

について同年令
どうねんれい

の障害
しょうがい

のない子
こ

の有
ゆう

して

いる全
すべ

ての権利
け ん り

を有
ゆう

する。 
 

２ 最善
さいぜん

の利
り

益
えき

 

障害
しょうがい

のある子
こ

に係
かかわ

る判断
はんだん

・決定
けってい

は子
こ

どもの最善
さいぜん

の利益
り え き

を考慮
こうりょ

するものとし、これは、父母
ふ ぼ

または法定
ほうてい

保護者
ほ ご し ゃ

が子
こ

どもを育成
いくせい

する第一
だいいち

義的
ぎ て き

責任
せきにん

を有
ゆう

すること、すべて子
こ

どもは家庭
か て い

及
およ

び地域
ち い き

社会
しゃかい

の一員
いちいん

とし

て等
ひと

しく育成
いくせい

されること、及
およ

びあらゆる障害
しょうがい

にかかわらず尊厳
そんげん

と生存
せいぞん

及
およ

び成長
せいちょう

が保障
ほしょう

されること等
とう

、

障害
しょうがい

のある子
こ

の有
ゆう

している全
すべ

ての基本的
き ほ んて き

人権
じんけん

および本法
ほんほう

（障害者
しょうがいしゃ

基本法
き ほ んほ う

）が定
さだ

める基本
き ほ ん

理念
り ね ん

に則
そく

した

ものでなければならない。 
 

３ 意見
い け ん

表明権
ひょうめいけん

 

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

は、障害
しょうがい

のある子
こ

が自己
じ こ

に係
かかわ

る全
すべ

ての事由
じ ゆ う

について自由
じ ゆ う

に意見
い け ん

（意思
い し

及
およ

び感情
かんじょう

を

含
ふく

む）を表現
ひょうげん

できるよう、障害
しょうがい

のある子
こ

に対
たい

し障害
しょうがい

および年齢
ねんれい

に適
てき

した支援
し え ん

を行
おこな

い、また、子
こ

の意見
い け ん

を

理解
り か い

し酌
く

み取
と

る関係
かんけい

及
およ

び環境
かんきょう

をつくるために必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

じ、障害
しょうがい

のある子
こ

の意見
い け ん

が他
ほか

の子
こ

どもと

等
ひと

しく考慮
こうりょ

されることのために必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

じなければならない。 
 

４ 早期
そ う き

支援
し え ん

 

国
くに

および地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

は、第
だい

1項
こう

の権利
け ん り

を実現
じつげん

するために、障害
しょうがい

のある子
こ

（乳幼児
にゅうようじ

においては早期
そ う き

に

適切
てきせつ

な支援
し え ん

を得
え

られなければ後
あと

に障害
しょうがい

を持
も

つ可能性
か の うせ い

が高
たか

い子
こ

を含
ふく

む）及
およ

びその家族
か ぞ く

もしくは家族
か ぞ く

によ

る監護
か ん ご

が得
え

られない場合
ば あ い

にはこれに代
か

わる代替的
だいたいてき

な監護
か ん ご

を提
つつみ

供
きょう

するものに対
たい

し、早期
そ う き

からの継続的
けいぞくてき

で、

かつ可能
か の う

な限
かぎ

り無償
むしょう

の支援
し え ん

を提
つつみ

供
きょう

するための必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

じなければならない。また、代替的
だいたいてき

監護
か ん ご

に

対
たい

する支援
し え ん

は家庭的
か て いて き

な環境
かんきょう

のなかで提供
ていきょう

されなければならない。           以上
いじょう

 


