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障
しょう

がいのある人
ひと

の権利
け ん り

と施策
し さ く

に関
かん

する基本法
きほんほう

改正
かいせい

要綱
ようこう

案
あん

の提言
ていげん

 

 

２０１０年
ねん

（平成
へいせい

２２年
ねん

）１２月
がつ

１７日
にち

 

日
に

本
ほん

弁護士
べ ん ご し

連合会
れんごうかい

 

 

提言
ていげん

の趣旨
し ゅ し

 

当連合会
とうれんごうかい

は，内閣府障
ないかくふしょう

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

で議論
ぎ ろ ん

されている 障
しょう

がい者
しゃ

基本法
きほんほう

改正
かいせい

案
あん

をさらに良
よ

いものとするべく，別紙
べ っ し

の「 障
しょう

がいのある人
ひと

の権利
け ん り

と

施策
し さ く

に関
かん

する基本法
きほんほう

改正
かいせい

要綱
ようこう

案
あん

」を提言
ていげん

する。 

 

提言
ていげん

の理由
り ゆ う

 

２００９年
ねん

９月
がつ

に民主党
みんしゅとう

政権
せいけん

が発足
ほっそく

し，同年
どうねん

１２月
がつ

に内閣府
ないかくふ

の下
もと

，全閣僚
ぜんかくりょう

で構成
こうせい

される 障
しょう

がい者
しゃ

制度
せ い ど

改革
かいかく

推進
すいしん

本部
ほ ん ぶ

が設置
せ っ ち

され，その下
した

に 障
しょう

がい者
しゃ

制度
せ い ど

改革
かいかく

推進
すいしん

会議
か い ぎ

が設
もう

けられた。同会議
どうかいぎ

は，日本
に ほ ん

が国連
こくれん

の 障
しょう

がいのある人
ひと

の権利
け ん り

条約
じょうやく

を批准
ひじゅん

す

るに当
あ

たって国内法
こくないほう

整備
せ い び

を進
すす

めていくためのエンジンとして位置
い ち

づけられた。 

同会議
どうかいぎ

は，本年
ほんねん

に入
はい

って以降
い こ う

，議論
ぎ ろ ん

を重
かさ

ね，本年
ほんねん

６月
がつ

には第
だい

１次
じ

意見
い け ん

をとりま

とめるに至
いた

った。同意
ど う い

見
けん

においては，障
しょう

がい者
しゃ

基本法
きほんほう

の抜
ばっ

本改正
ぽんかいせい

が掲
かか

げられ，２

０１０年内
ねんない

に取
と

りまとめられる第
だい

２次
じ

意見
い け ん

を踏
ふ

まえ，２０１１年
ねん

の通常
つうじょう

国会
こっかい

へ

法案
ほうあん

提出
ていしゅつ

するとのスケジュールが示
しめ

されている。 
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今回
こんかい

の 障
しょう

がい者
しゃ

基本法
きほんほう

改正
かいせい

は，これまでの改正
かいせい

とは異
こと

なり，障
しょう

がいのある人
ひと

の

権利
け ん り

条約
じょうやく

批准
ひじゅん

のための国内法
こくないほう

整備
せ い び

の第一歩
だいいっぽ

という極
きわ

めて重要
じゅうよう

な位置
い ち

づけであり，

ここで十分
じゅうぶん

な内容
ないよう

の改正
かいせい

を実現
じつげん

することで，続
つづ

く総合
そうごう

福祉法
ふくしほう

，虐待
ぎゃくたい

防止法
ぼうしほう

，差別
さ べ つ

禁止法
きんしほう

等
とう

，重要
じゅうよう

な個別
こ べ つ

立法
りっぽう

制定
せいてい

へつなげていくべきものである。 

改正法
かいせいほう

においては，まず法律
ほうりつ

の名称
めいしょう

を「 障
しょう

がいのある人
ひと

の権利
け ん り

及
およ

び施策
し さ く

に関
かん

す

る基本法
きほんほう

」と変更
へんこう

するべきである。そして第
だい

１次
じ

意見
い け ん

で述
の

べられているとおり，

基本法
きほんほう

において 障
しょう

がいのある人
ひと

の人権
じんけん

を規定
き て い

し，これを確保
か く ほ

するための諸施策
しょしさく

を

規定
き て い

する必要
ひつよう

がある。また制度
せ い ど

の谷間
た に ま

を生
う

まない包括的
ほうかつてき

な 障
しょう

がいの定義
て い ぎ

，合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を提供
ていきょう

しないことが差別
さ べ つ

であることを含
ふく

む差別
さ べ つ

の定義
て い ぎ

，手話
し ゅ わ

その他
た

の非音声
ひおんせい

言語
げ ん ご

が言語
げ ん ご

であること， 障
しょう

がい故
ゆえ

に侵
おか

されやすい基本的
きほんてき

人権
じんけん

などを総則
そうそく

で確認
かくにん

し，障
しょう

がいのある人
ひと

の権利
け ん り

条約
じょうやく

の実施
じ っ し

状況
じょうきょう

の監
かん

視
し

機能
き の う

を担
にな

い，関係
かんけい

大臣
だいじん

に対
たい

する

勧告権
かんこくけん

等
とう

も有
ゆう

する推進
すいしん

機関
き か ん

の設置
せ っ ち

を規定
き て い

しなければならない。ただし，本改正
ほんかいせい

要綱
ようこう

案
あん

で示
しめ

す推
すい

進
しん

機関
き か ん

は，障
しょう

がいのある人
ひと

の権利
け ん り

条
じょう

約
やく

３３条
じょう

に定
さだ

められるパリ原則
げんそく

に

基
もと

づいて条約上
じょうやくじょう

の権利
け ん り

の「促進
そくしん

･保護
ほ ご

･監視
か ん し

」の任務
に ん む

を担
にな

う組織
そ し き

ではないのであり，

これについては今後
こ ん ご

の立法
りっぽう

による設置
せ っ ち

が望
のぞ

まれるものである。また基本法
きほんほう

改正
かいせい

に

引
ひ

き続
つづ

いて，他
ほか

の個
こ

別法
べっぽう

の改正
かいせい

が期限
き げ ん

を定
さだ

めて速
すみ

やかに行
おこな

われるべきことが附則
ふ そ く

等
とう

により定
さだ

められることを要請
ようせい

するものである。 
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このような時期
じ き

にある今
いま

，タイミングを逃
のが

さず，推進
すいしん

会議
か い ぎ

で議論
ぎ ろ ん

されている改正
かいせい

案
あん

をさらに良
よ

いものとするべく，当連合会
とうれんごうかい

としての改正
かいせい

要綱
ようこう

案
あん

を発表
はっぴょう

することと

した次第
し だ い

である。 

 

                         以上
いじょう
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障
しょう

がいのある人
ひと

の権利
け ん り

と施策
し さ く

に関
かん

する基本法
きほんほう

改正
かいせい

要綱
ようこう

案
あん

 

 

（前文
ぜんぶん

） 

  本法
ほんほう

は，１９７０年
ねん

に心身
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

として制定
せいてい

されて以来
い ら い

，６度
ど

の改正
かいせい

を経
た

て，障
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

の支援
し え ん

のための施策
し さ く

に関
かん

し基本的
きほんてき

事項
じ こ う

を定
さだ

めること等
とう

によって，障
しょう

がいのある人
ひと

の福祉
ふ く し

の増進
ぞうしん

に寄与
き よ

してきたものであ

るが，障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する差別
さ べ つ

偏見
へんけん

は根深
ね ぶ か

く，自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

を推進
すいしん

するこ

とに幾多
い く た

の困難
こんなん

があり，いまだ完全
かんぜん

参加
さ ん か

ということに程遠
ほどとお

い現状
げんじょう

にある。 

  すべて 障
しょう

がいのある人
ひと

は権利
け ん り

の主体
しゅたい

であり，社会
しゃかい

を構成
こうせい

する一員
いちいん

として日本
に ほ ん

国
くに

憲法
けんぽう

及
およ

び既存
き そ ん

の複数
ふくすう

の人権
じんけん

規定
き て い

から導
みちび

かれるすべての基本的
きほんてき

人権
じんけん

を完全
かんぜん

かつ平等
びょうどう

に 享
きょう

有
ゆう

することを確認
かくにん

し，これらの権利
け ん り

は国
くに

及
およ

び地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

を名宛人
なあてじん

とするこ

とはもとより，社会
しゃかい

を構成
こうせい

する一人
ひ と り

ひとりの国民
こくみん

に向
む

けられたものでもある。そ

してまた，わが国
くに

は未
いま

だ経験
けいけん

したことのない高齢化
こうれいか

社会
しゃかい

を迎
むか

え，地域
ち い き

社会
しゃかい

で生活
せいかつ

し

ている誰
だれ

もが 障
しょう

がいを持
も

ちうることを共通
きょうつう

の認識
にんしき

としてきている。 

  このような状況
じょうきょう

にかんがみ，障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず，地域
ち い き

社会
しゃかい

にあってそ

れぞれの個性
こ せ い

と人格
じんかく

を認
みと

めあい，差異
さ い

と多様性
たようせい

を尊重
そんちょう

する差別
さ べ つ

のない共生
きょうせい

社会
しゃかい

の

構築
こうちく

が， 障
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

に不可欠
ふ か け つ

なだけではなく， 障
しょう

がいの

ない人
ひと

にとっても重要
じゅうよう

な課題
か だ い

であることを認識
にんしき

し，ここに，あらためて基本
き ほ ん

理念
り ね ん

を
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明
あき

らかにしてその方
ほう

向性
こうせい

を示
しめ

し，将来
しょうらい

に向
む

かって国
くに

，地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

及
およ

び国民
こくみん

がそ

れぞれ共生
きょうせい

社会
しゃかい

の形成
けいせい

に関
かん

する取組
と り く

みを総合的
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，かつその

実施
じ っ し

状況
じょうきょう

の監視
か ん し

をはじめとした権能
けんのう

を担
にな

う機関
き か ん

を創設
そうせつ

するものとする。 

 

第
だい

１章
しょう

 総則
そうそく

 

 

第
だい

１条
じょう

（目的
もくてき

） 

この法律
ほうりつ

は，障
しょう

がいのある人
ひと

が，他
ほか

の者
もの

と等
ひと

しく，すべての基本的
きほんてき

人権
じんけん

の享有
きょうゆう

主体
しゅたい

であることを確認
かくにん

し，個別
こ べ つ

の権利
け ん り

内容
ないよう

を確定
かくてい

し，もって，わが国
くに

の社会
しゃかい

が 障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず，分
わ

け隔
へだ

てなく相互
そ う ご

に個性
こ せ い

と人格
じんかく

を認
みと

め合
あ

い，差異
さ い

と

多様性
たようせい

を尊重
そんちょう

する共生
きょうせい

社会
しゃかい

を構築
こうちく

するための施策
し さ く

を推進
すいしん

することを目的
もくてき

とするも

のとすること。 

 

第
だい

２条
じょう

（定義
て い ぎ

） 

この法律
ほうりつ

において，次
つぎ

の各号
かくごう

に掲
かか

げる用語
よ う ご

の意義
い ぎ

は，当該
とうがい

各号
かくごう

に定
さだ

めるところ

によるものとすること。 

１ 障
しょう

がい 心身
しんしん

の状態
じょうたい

が，疾病
しっぺい

，変調
へんちょう

，傷害
しょうがい

その他
た

の事情
じじょう

に伴
ともな

い，その時々
ときどき

の

社会的
しゃかいてき

環境
かんきょう

との関係
かんけい

において，個人
こ じ ん

が日常
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

において制限
せいげん

を受
う

ける状態
じょうたい

（過去
か こ

にかかる状態
じょうたい

にあったこと，及
およ

び将来
しょうらい

かかる状態
じょうたい

になる相当
そうとう

程度
て い ど

の蓋然性
がいぜんせい

があることも含
ふく

む。）をいうものとすること。 
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２ 共生
きょうせい

社会
しゃかい

 すべての 障
しょう

がいのある人
ひと

がその対等
たいとう

な構
こう

成員
せいいん

として位置
い ち

づけら

れ，合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

や必要
ひつよう

な支援
し え ん

の充足
じゅうそく

を通
つう

じて，障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず地域
ち い き

で共
とも

に生活
せいかつ

することが確保
か く ほ

された社会
しゃかい

のことをいうものとすること。 

３ 合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

 障
しょう

がいのある人
ひと

が，他
ほか

の者
もの

と平等
びょうどう

に基本的
きほんてき

人権
じんけん

を 享
きょう

有
ゆう

し又
また

は

行使
こ う し

することを確保
か く ほ

するため， 障
しょう

がいのある人
ひと

の 障
しょう

がいの特性
とくせい

等
とう

を考慮
こうりょ

した

必要
ひつよう

かつ適切
てきせつ

な設備
せ つ び

，道具
ど う ぐ

，サービス等
とう

における合理的
ごうりてき

な変更
へんこう

又
また

は調整
ちょうせい

であっ

て，特定
とくてい

の場合
ば あ い

に必要
ひつよう

とされるものをいうものとすること。 

４ 言語
げ ん ご

 音声
おんせい

言語
げ ん ご

及
およ

び手話
し ゅ わ

その他
た

の形態
けいたい

の非音声
ひおんせい

言語
げ ん ご

をいうものとすること。 

５ 意思
い し

等
とう

伝達
でんたつ

手段
しゅだん

 音声
おんせい

言語
げ ん ご

，手話
し ゅ わ

，要約
ようやく

筆記
ひ っ き

，点字
て ん じ

，指
ゆび

文字
も じ

，触手話
しょくしゅわ

，指
ゆび

点字
て ん じ

，

手書
て が

き文字
も じ

，拡大
かくだい

文字
も じ

，身振
み ぶ

りや物
もの

のサイン，音声
おんせい

サービス，文字
も じ

情報
じょうほう

サービ

ス，写真
しゃしん

，図画
ず が

，ひらがな及
およ

び平易
へ い い

な表現
ひょうげん

による表記
ひょうき

，理解
り か い

を容易
よ う い

にするため

の支援者
しえんしゃ

の利用
り よ う

，個々
こ こ

に必要
ひつよう

とされる意思
い し

伝達
でんたつ

装置
そ う ち

その他
た

の意思
い し

又
また

は情報
じょうほう

を

伝達
でんたつ

する様式
ようしき

，手段
しゅだん

又
また

は方法
ほうほう

をいうものとすること。 

 

第
だい

３条
じょう

（基本的
きほんてき

理念
り ね ん

） 

１ 尊厳
そんげん

の保障
ほしょう

等
とう

 

すべて 障
しょう

がいのある人
ひと

は，権利
け ん り

の主体
しゅたい

として，個人
こ じ ん

の尊厳
そんげん

が重
おも

んじられ，自己
じ こ

の心身
しんしん

の状態
じょうたい

を侵襲
しんしゅう

されることなくその尊厳
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



7 

 

ものとすること。 

２ 法
ほう

の下
もと

の平
びょう

等
どう

等
とう

 

すべて 障
しょう

がいのある人
ひと

は，人
ひと

として法
ほう

の下
もと

に平
ひら

等
とう

であり， 障
しょう

がいを理由
り ゆ う

に

差別
さ べ つ

され又
また

はその他
た

の権利
け ん り

利益
り え き

を侵害
しんがい

されることなく，社会
しゃかい

，経済
けいざい

，政治
せ い じ

，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

が保障
ほしょう

されなければならないもの

とすること。 

３ 地域
ち い き

社会
しゃかい

で生活
せいかつ

する権利
け ん り

 

すべて 障
しょう

がいのある人
ひと

は，他
ほか

の者
もの

と等
ひと

しく，必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

けながら地域
ち い き

社会
しゃかい

で生活
せいかつ

する権利
け ん り

を有
ゆう

し，特定
とくてい

の生活
せいかつ

様式
ようしき

を 強
きょう

制
せい

される等
とう

，本人
ほんにん

の意思
い し

に反
はん

して，社会
しゃかい

から分離
ぶ ん り

又
また

は排
はい

除
じょ

されてはならないものとすること。 

４ 自己
じ こ

決定
けってい

の権利
け ん り

 

すべて 障
しょう

がいのある人
ひと

は，自己
じ こ

の意思
い し

決定
けってい

における十分
じゅうぶん

な情報
じょうほう

提供
ていきょう

を含
ふく

む，必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

け，かつ他
ほか

からの不当
ふ と う

な影響
えいきょう

を受
う

けることなく，自
みずか

らに関
かか

わる事柄
ことがら

に関
かん

し，自己
じ こ

決定
けってい

の権利
け ん り

を有
ゆう

するものとすること。 

５ 意思
い し

等
とう

伝達
でんたつ

手段
しゅだん

を用
もち

いる権利
け ん り

 

すべて 障
しょう

がいのある人
ひと

は，生活
せいかつ

，表現
ひょうげん

，伝達
でんたつ

等
とう

あらゆる領域
りょういき

において，自
みずか

ら選択
せんたく

する意思
い し

等
とう

伝達
でんたつ

手段
しゅだん

を用
もち

いる権利
け ん り

を有
ゆう

するものとすること。 

６ 施設
し せ つ

，設備
せ つ び

，制度
せ い ど

等
とう

の利用
り よ う

可能性
か の うせ い
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障
しょう

がいのある人
ひと

が前項
ぜんこう

までに定
さだ

める権利
け ん り

を享受
きょうじゅ

するためには，社会
しゃかい

のあら

ゆる場面
ば め ん

における施設
し せ つ

，設備
せ つ び

，制度
せ い ど

，技術
ぎじゅつ

，サービス等
とう

は， 障
しょう

がいのある人
ひと

に利用
り よ う

可能
か の う

なものとして提供
ていきょう

されなければならないものとすること。 

 

第
だい

４条
じょう

（差別
さ べ つ

の禁止
き ん し

） 

１ 差別
さ べ つ

の類型
るいけい

と各定義
かくていぎ

 

何人
なんぴと

も， 障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

して，次
つぎ

の各号
かくごう

に規定
き て い

する差別
さ べ つ

その他
た

の権利
け ん り

利益
り え き

を侵
しん

害
がい

する行為
こ う い

をしてはならないものとすること。 

一
いち

 直接
ちょくせつ

差別
さ べ つ

 障
しょう

がいを理由
り ゆ う

に制限
せいげん

，排除
はいじょ

，分離
ぶ ん り

，又
また

は拒否
き ょ ひ

等
とう

により不利益
ふ り え き

と

なる取扱
とりあつか

いを行
おこな

うことをいうものとすること。 

二
に

 間接
かんせつ

差別
さ べ つ

 形式的
けいしきてき

には 障
しょう

がいと関係
かんけい

しない中立的
ちゅうりつてき

な規定
き て い

や基準
きじゅん

の適用
てきよう

又
また

は取扱
とりあつか

いが 障
しょう

がいのある人
ひと

に不利
ふ り

な結果
け っ か

を招
まね

き，又
また

は結果
け っ か

を招
まね

くおそれがあ

る行為
こ う い

を行
おこな

うことをいうものとすること。 

三
さん

 合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の欠如
けつじょ

 合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を行
おこな

わないことをいうものとすること。 

２ 国
くに

による差別
さ べ つ

事例
じ れ い

の収集
しゅうしゅう

及
およ

び公表
こうひょう

 

国
くに

は，国民
こくみん

が 障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

について正
ただ

しい理解
り か い

を深
ふか

められるよう，

障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする差別
さ べ つ

に該当
がいとう

するおそれのある事例
じ れ い

を収集
しゅうしゅう

し，公表
こうひょう

するもの

とすること。 
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第
だい

５条
じょう

 （障
しょう

がいのある女性
じょせい

） 

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
しょう

がいのある女性
じょせい

が複合的
ふくごうてき

な差別
さ べ つ

を受
う

けていることを

認識
にんしき

し，障
しょう

がいのある女性
じょせい

がすべての基本的
きほんてき

人権
じんけん

を 享
きょう

有
ゆう

するため，障
しょう

がいのあ

る女性
じょせい

の地位
ち い

の向
こう

上等
じょうとう

の確保
か く ほ

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ものとするこ

と。 

 

第
だい

６条
じょう

（障
しょう

がいのある子
こ

ども） 

１ 権利
け ん り

 

障
しょう

がいのある子
こ

どもは，他
ほか

の子
こ

どもと等
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
こう

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

，成長
せいちょう

及
およ

び発達
はったつ

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

，遊
あそ

び及
およ

び余暇
よ か

等
とう

について同年令
どうねんれい

の他
ほか

の子
こ

どもの有
ゆう

しているすべての権利
け ん り

を有
ゆう

するもの

とすること。 

２ 最善
さいぜん

の利
り

益
えき

 

障
しょう

がいのある子
こ

どもに係
かかわ

る判断
はんだん

及
およ

び決定
けってい

に際
さい

しては， 障
しょう

がいのある子
こ

ども

の有
ゆう

しているすべての基本的
きほんてき

人権
じんけん

及
およ

びこの法律
ほうりつ

に定
さだ

める基本
き ほ ん

理念
り ね ん

にのっとり，

子
こ

どもの最善
さいぜん

の利益
り え き

が考慮
こうりょ

されなければならないものとすること。 

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
しょう

がいのある子
こ

どもが自由
じ ゆ う

に自己
じ こ

の意見
い け ん

（意思
い し

及
およ

び
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感情
かんじょう

を含
ふく

む。）を表明
ひょうめい

できるよう， 障
しょう

がい及
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

うととも

に，障
しょう

がいのある子
こ

どもの意見
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ものとすること。 

４ 早期
そ う き

支援
し え 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，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
しょう

がいを早期
そ う き

に発見
はっけん

する等
とう

して，障
しょう

がいのある子
こ

ども及
およ

びその家族
か ぞ く

に対
たい

し早期
そ う き

からの継続的
けいぞくてき

な支援
し え ん

を提
てい

供
きょう

することができるよう必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

じなければならないものとするこ

と。 

 

第
だい

７条
じょう

（国際
こくさい

協力
きょうりょく

） 

障
しょう

がいのある人
ひと

の権利
け ん り

と尊厳
そんげん

の確保
か く ほ

及
およ

び促進
そくしん

が国際
こくさい

社会
しゃかい

における取組
と り く

みと

密接
みっせつ

な関係
かんけい

を有
ゆう

していることにかんがみ，これらに関
かん

する施策
し さ く

の実施
じ っ し

は，国際
こくさい

協力
きょうりょく

の下
もと

に行
おこな

わなければならないものとすること。 

 

第
だい

８条
じょう

（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

） 

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
しょう

がいのある人
ひと

の権利
け ん り

を保障
ほしょう

し，障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する差別
さ べ つ

の防止
ぼ う し

を図り， 障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

し合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を行
おこな

うこと及
およ

び 障
しょう

が

いのある人
ひと

に対
たい

し合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を行
おこな

うべき者
もの

に対
たい

し必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

うこと等
とう

により, 
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障
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

を支援
し え ん

するとともに，共生
きょうせい

社会
しゃかい

を構築
こうちく

する責務
せ き む

を有
ゆう

するものとすること。 

 

第
だい

９条
じょう

（事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

の責務
せ き む

） 

事
じ

業者
ぎょうしゃ

等
とう

は，障
しょう

がいのある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に同
おな

じ社会
しゃかい

の一員
いちいん

として事業
じぎょう

活動
かつどう

に

関
かか

わっていることを認識
にんしき

し，合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を行
おこな

うこと等
とう

により 障
しょう

がいのある人
ひと

の

権利
け ん り

保障
ほしょう

及
およ

び共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

に寄与
き よ

するよう努
つと

めなければならないものとするこ

と。 

第
だい

１０条
じょう

（国民
こくみん

の責務
せ き む

） 

国民
こくみん

は， 障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず，分
わ

け隔
へだ

てられることなく相互
そ う ご

に個性
こ せ い

と

人格
じんかく

を認
みと

め合
あ

い，差異
さ い

と多様性
たようせい

を尊重
そんちょう

する共生
きょうせい

社会
しゃかい

を実現
じつげん

するため，障
しょう

がいのあ

る人
ひと

の人権
じんけん

が尊重
そんちょう

され， 障
しょう

がいのある人
ひと

が，差別
さ べ つ

されることなく，社会
しゃかい

，経済
けいざい

，

政治
せ い じ

，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

することができるよう努
つと

めなければ

ならないものとすること。 

 

第
だい１

１１条（国民
こくみん

の理解
り か い

） 

１ 理解
り か い

を深
ふか

める施策
し さ く

 

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
しょう

がいのある人
ひと

の置
お

かれた状況
じょうきょう

に対
たい

する国民
こくみん

の意識
い し き

を向上
こうじょう

させ， 障
しょう

がいのある人
ひと

の権利
け ん り

及
およ

び尊厳
そんげん

に対
たい

する尊重
そんちょう

を促進
そくしん

し，あらゆ
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る生活
せいかつ

領域
りょういき

における 障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する固定
こ て い

観念
かんねん

及
およ

び偏
へん

見
けん

をなくし，かつ，

障
しょう

がいのある人
ひと

の能力
のうりょく

及
およ

び貢献
こうけん

に対
たい

する意識
い し き

を促進
そくしん

し，もって 障
しょう

がいのある

人
ひと

について正
ただ

しい理解
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

じなければならないものと

すること。 

２ 施策
し さ く

内容
ないよう

 

前項
ぜんこう

の施策
し さ く

は，次
つぎ

の事項
じ こ う

を含
ふく

むものとすること。 

(1) 次
つぎ

の目的
もくてき

のために，効果的
こうかてき

な啓発
けいはつ

活動
かつどう

を行
おこな

うこと。 

   ① 障
しょう

がいのある人
ひと

の権利
け ん り

に対
たい

する理解
り か い

と受容
じゅよう

の促進
そくしん

 

② 障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する社会的
しゃかいてき

意識
い し き

の促進
そくしん

 

③ 障
しょう

がいのある人
ひと

の技能
ぎ の う

，功績
こうせき

及
およ

び能力
のうりょく

並
なら

びに職場
しょくば

及
およ

び労働
ろうどう

市場
しじょう

への貢献
こうけん

に対
たい

する認識
にんしき

の促進
そくしん

 

(2) すべての段階
だんかい

の教育
きょういく

制度
せ い ど

，特
とく

に幼
よう

年期
ね ん き

からの教育
きょういく

制度
せ い ど

において，障
しょう

がいの

ある人
ひと

の権利
け ん り

を尊重
そんちょう

する態度
た い ど

を育成
いくせい

すること。 

(3) すべてのメディアが， 障
しょう

がいのある人
ひと

に関
かか

わる描写
びょうしゃ

を行
おこな

うときは,この

法律
ほうりつ

の目的
もくてき

に合致
が っ ち

するように 障
しょう

がいのある人
ひと

を描写
びょうしゃ

するよう奨励
しょうれい

すること。 

(4) 障
しょう

がいのある人
ひと

及
およ

びその権利
け ん り

に対
たい

する意識
い し き

を向上
こうじょう

させるための計画
けいかく

を

促進
そくしん

すること。 

３ 障
しょう

がい者
しゃ

週間
しゅうかん
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国
くに

は以下
い か

のとおり 障
しょう

がい者
しゃ

週間
しゅうかん

を設
もう

けるものとすること。 

(1) 障
しょう

がい者
しゃ

週間
しゅうかん

は，国民
こくみん

の間
あいだ

に広
ひろ

く 障
しょう

がいのある人
ひと

の権利
け ん り

の擁護
よ う ご

及
およ

び 障
しょう

が

いのある人
ひと

に対
たい

する差別
さ べ つ

の防止
ぼ う し

についての関心
かんしん

と理解
り か い

を深
ふか

めるとともに，障
しょう

がいのある人
ひと

が社会
しゃかい

，経済
けいざい

，政治
せ い じ

，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

に積極的
せっきょくてき

に

参加
さ ん か

することを促進
そくしん

することを目的
もくてき

とするものとすること。 

(2) 障
しょう

がい者
しゃ

週間
しゅうかん

は，１２月
がつ

３日
か

から１２月
がつ

９日
か

までの１週間
しゅうかん

とするものとす

ること。 

(3) 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
しょう

がい者
しゃ

週間
しゅうかん

の趣旨
し ゅ し

にふさわしい事業
じぎょう

を実施
じ っ し

する

よう努
つと

めなければならないものとすること。 

 

第
だい

１２条
じょう

（施策
し さ く

の基本
き ほ ん

方針
ほうしん

） 

１ 総合的
そうごうてき

施策
し さ く

 

障
しょう

がいのある人
ひと

に関
かん

する施策
し さ く

は，障
しょう

がいのある人
ひと

の性別
せいべつ

，年齢
ねんれい

，障
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，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ものとすること。 

２ 自立
じ り つ

と社会
しゃかい

参加
さ ん か

 

障
しょう

がいのある人
ひと

に関
かん

する施策
し さ く

は， 障
しょう

がいのある人
ひと

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

を阻
そ

害
がい

する

障壁
しょうへき

を除去
じょきょ

し， 障
しょう

がいのある人
ひと

の自己
じ こ

決定
けってい

（支援
し え ん

を受
う

けた自己
じ こ

決定
けってい

を含
ふく

む。）
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を保障
ほしょう

し，かつ， 障
しょう

がいのある人
ひと

が，地域
ち い き

において自立
じ り つ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

を営
いとな

み，

社会
しゃかい

に参加
さ ん か

をする機会
き か い

が確保
か く ほ

及
およ

び促進
そくしん

されるよう講
こう

じられなければならないも

のとすること。 

３ 自己
じ こ

決定
けってい

支援
し え 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
しょう

がいのある人
ひと

の自己
じ こ

決定
けってい

を支援
し え ん

する施策
し さ く

を講
こう

じな

ければならないものとすること。 

４ 当事者
とうじしゃ

参画
さんかく

 

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
しょう

がいのある人
ひと

に関
かん

する施策
し さ く

の策定
さくてい

，実施
じ っ し

において

は， 障
しょう

がいのある人
ひと

又
また

は 障
しょう

がいのある人
ひと

を代表
だいひょう

する団体
だんたい

の参画
さんかく

を保障
ほしょう

しなけ

ればならないものとすること。 

５ 生活
せいかつ

実態
じったい

調査
ちょうさ

 

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
しょう

がいのある人
ひと

に関
かん

する施策
し さ く

の策定
さくてい

及
およ

び実施
じ っ し

におい

ては，障
しょう

がいのある人
ひと

の生活
せいかつ

実態
じったい

調査
ちょうさ

に基
もと

づいて行
おこな

わなければならないものと

し,この調査
ちょうさ

は 障
しょう

がいのない人
ひと

の生活
せいかつ

実態
じったい

と比較
ひ か く

可能
か の う

な方法
ほうほう

により行
おこな

われるも

のとすること。 

６ 職員
しょくいん

研修
けんしゅう

 

この法律
ほうりつ

において定
さだ

められる，国
くに

及
およ

び地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

が行
おこな

うべき必要
ひつよう

な施策
し さ く

に

は，教育
きょういく

，医療
いりょう

等
とう

，当該
とうがい

分野
ぶ ん や

に携
たずさ

わる教員
きょういん

，医師
い し

等
とう

の職員
しょくいん

に，障
しょう

がいのある人
ひと

の人権
じんけん

，尊厳
そんげん

，及
およ

び自立
じ り つ

に対
たい

する尊重
そんちょう

，並
なら

びに 障
しょう

がいに対
たい

する意識
い し き

及
およ

び理解
り か い

，
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コミュニケーション，支援
し え ん

の方法
ほうほう

等
とう

についての専門的
せんもんてき

知識
ち し き

及
およ

び専門的
せんもんてき

技術
ぎじゅつ

を

習得
しゅうとく

させるための研修
けんしゅう

を含
ふく

むものとし，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，事
じ

業者
ぎょうしゃ

がその

被
ひ

用者
ようしゃ

に対
たい

し十分
じゅうぶん

な研修
けんしゅう

を行
おこな

うのを援助
えんじょ

するために必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

じなければ

ならないものとすること。 

 

第
だい

１３条
じょう

 （障
しょう

がい者
しゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

等
とう

） 

１ 障
しょう

がい者
しゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

の策定
さくてい

 

政府
せ い ふ

は， 障
しょう

がいに関
かん

する施策
し さ く

の総合的
そうごうてき

かつ計画的
けいかくてき

な推進
すいしん

を図
はか

るため， 障
しょう

が

いのある人
ひと

のための施策
し さ く

に関
かん

する基本的
きほんてき

な計画
けいかく

（以下
い か

「 障
しょう

がい者
しゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

」と

いう。）を策定
さくてい

しなければならないものとすること。 

２ 都道府県
と ど う ふ け ん

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

の策定
さくてい

 

都道府県
と ど う ふ け ん

は，障
しょう

がい者
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
しょう

がいのある人
ひと

の状況
じょうきょう

等
とう

を踏
ふ

まえ，当該
とうがい

都道府県
と ど う ふ け ん

における 障
しょう

がいのある人
ひと

のための施策
し さ く

に関
かん

する基本的
きほんてき

な計画
けいかく

（以下
い か

「都道府県
と ど う ふ け ん

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

」という。）

を策定
さくてい

しなければならないものとすること。 

３ 市町村
しちょうそん

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

の策定
さくてい

 

市町村
しちょうそん

は， 障
しょう

がい者
しゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

及
およ

び都道府県
と ど う ふ け ん

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

を基本
き ほ ん

とするとと

もに，地方
ち ほ う

自治法
じ ち ほ う

（昭和
しょうわ

二十二年
にじゅうにねん

法律
ほうりつ

第六十七号
だいろくじゅうしちごう

）第二条
だいにじょう

第四項
だいよんこう

の基本
き ほ ん

構想
こうそう

に即
そく
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し，かつ，当該
とうがい

市町村
しちょうそん

における 障
しょう

がいのある人
ひと

の状況
じょうきょう

等
とう

を踏
ふ

まえ，当該
とうがい

市町村
しちょうそん

における 障
しょう

がいのある人
ひと

のための施策
し さ く

に関
かん

する基本的
きほんてき

な計画
けいかく

（以下
い か

「市町村
しちょうそん

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

」という。）を策定
さくてい

しなければならないものとすること。 

４ 障
しょう

がい者
しゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

の意見
い け ん

等
とう

 

内閣
ないかく

総理
そ う り

大臣
だいじん

は，関係
かんけい

行政
ぎょうせい

機関
き か ん

の長
ちょう

に協議
きょうぎ

するとともに， 障
しょう

がい者
しゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

の意見
い け ん

を聴
き

いて，障
しょう

がい者
しゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

の案
あん

を作成
さくせい

し，閣議
か く ぎ

の決定
けってい

を求
もと

めな

ければならないものとすること。 

５ 地方障
ちほうしょう

がい者
しゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

の意見
い け ん

 

都道府県
と ど う ふ け ん

又
また

は市町村
しちょうそん

は，都道府県
と ど う ふ け ん

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

又
また

は市町村
しちょうそん

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

を

策定
さくてい

するに当
あ

たっては，地方障
ちほうしょう

がい者
しゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

の意見
い け ん

を聴
き

かなければならな

いものとすること。 

６ 国会
こっかい

への報告
ほうこく

及
およ

び公表
こうひょう

 

政府
せ い ふ

は，障
しょう

がい者
しゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

を策定
さくてい

したときは，これを国会
こっかい

に報告
ほうこく

するととも

に，その要旨
よ う し

を公表
こうひょう

しなければならないものとすること。 

７ 議会
ぎ か い

への報告
ほうこく

及
およ

び公表
こうひょう

 

第
だい

２項
こう

又
また

は第
だい

３項
こう

の規定
き て い

により都道府県
と ど う ふ け ん

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

又
また

は市町村
しちょうそん

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

が策定
さくてい

されたときは，都道府県
と ど う ふ け ん

知事
ち じ

又
また

は市町
しちょう

村長
そんちょう

は，これを当該
とうがい

都道府県
と ど う ふ け ん

の

議会
ぎ か い

又
また

は当該
とうがい

市町村
しちょうそん

の議会
ぎ か い

に報告
ほうこく

するとともに，その要旨
よ う し

を公表
こうひょう

しなければな
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らないものとすること。 

８ 計画
けいかく

の変更
へんこう

 

第
だい

４項
こう

及
およ

び第
だい

６項
こう

の規定
き て い

は 障
しょう

がい者
しゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

の変更
へんこう

について，第
だい

５項
こう

及
およ

び

前項
ぜんこう

の規定
き て い

は都道府県
と ど う ふ け ん

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

及
およ

び市町村
しちょうそん

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

の変更
へんこう

について

準用
じゅんよう

するものとすること。 

 

第
だい

１４条
じょう

（年次
ね ん じ

報告
ほうこく

） 

政府
せ い ふ

は，毎年
まいとし

，国会
こっかい

に， 障
しょう

がいのある人
ひと

のために講
こう

じた施策
し さ く

の概況
がいきょう

に関
かん

する

報告書
ほうこくしょ

を提出
ていしゅつ

しなければならないものとすること。 

 

第
だい

１５条
じょう

（法制上
ほうせいじょう

の措置
そ ち

等
とう

） 

１ 政府
せ い ふ

は，この法律
ほうりつ

の目的
もくてき

を達成
たっせい

するため，必要
ひつよう

な法制上
ほうせいじょう

及
およ

び財政上
ざいせいじょう

の措置
そ ち

を講
こう

じなければならないものとすること。 

２ 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
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する差別
さ べ つ

を禁止
き ん し

するために，

救済
きゅうさい

の仕組
し く

みを含
ふく

む法制上
ほうせいじょう

の措置
そ ち

を講
こう

じなければならないものとすること。 

 

第
だい

２章
しょう

 障
しょう

がいのある人
ひと

の権利
け ん り

に関
かん

する基本
き ほ ん

施策
し さ く

 

 

第
だい

１６条
じょう

（地域
ち い き

社会
しゃかい

における自立
じ り つ

生活
せいかつ

） 

１ 権利
け ん り
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障
しょう

がいのある人
ひと

は， 障
しょう

がいのない人
ひと

との間
あいだ

で分離
ぶ ん り

又
また

は差別
さ べ つ

されず，必要
ひつよう

な

支援
し え ん

を受
う

けながら，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

を有
ゆう

するものと

すること。 

２ 自立
じ り つ

生活
せいかつ

支援
し え ん

等
とう

 

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，前項
ぜんこう

の権利
け ん り

を実現
じつげん

するため，障
しょう

がいのある人
ひと

の地域
ち い き

社会
しゃかい

における生活
せいかつ

を支援
し え ん

し、地域
ち い き

社会
しゃかい

からの孤立
こ り つ

及
およ

び隔離
か く り

を防止
ぼ う し

するために

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ものとすること。 

３ 住宅
じゅうたく

の確保
か く ほ

等
とう

 

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
しょう

がいのある人
ひと

のための住宅
じゅうたく

を確保
か く ほ

し，及
およ

び 障
しょう

が

いのある人
ひと

の日常
にちじょう

生活
せいかつ

に適
てき

するような住宅
じゅうたく

の整備
せ い び

を促進
そくしん

し，適切
てきせつ

な利用
り よ う

ができ

るよう必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

じなければならないものとすること。 

４ 福祉
ふ く し

用具
よ う ぐ

等
とう

 

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，福祉
ふ く し

用具
よ う ぐ

及
およ

び補助
ほ じ ょ

犬
けん

の給付
きゅうふ

又
また

は貸付
かしつけ

その他
た

障
しょう

がいの

ある人
ひと

が日常
にちじょう

生活
せいかつ

を営
いとな

むのに必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

じなければならないものとするこ

と。 

５ 災害
さいがい

時
じ

の安全
あんぜん

確保
か く ほ

 

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

等
とう

の緊
きん

急時
きゅうどき

において，適切
てきせつ

な意思
い し

等
とう

伝達
でんたつ

手段
しゅだん

を用
もち

いて情報
じょうほう

を提
てい

供
きょう

する等
とう

、障
しょう

がいのある人
ひと

の生命
せいめい

及
およ

び身体
しんたい

の安全
あんぜん

が十分
じゅうぶん

確保
か く ほ

され
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るよう，総合的
そうごうてき

な施策
し さ く

を講
こう

じなければならないものとすること。 

 

第
だい

１７条
じょう

（自己
じ こ

決定
けってい

） 

１ 権利
け ん り

 

障
しょう

がいのある人
ひと

は，どこで誰
だれ

と生活
せいかつ

するかを含
ふく

め，自己
じ こ

に関
かか

わるすべてのこ

とを自由
じ ゆ う

に決定
けってい

する権利
け ん り

を有
ゆう

し，生活
せいかつ

のあらゆる場面
ば め ん

において，その権利
け ん り

能力
のうりょく

，

行為
こ う い

能力
のうりょく

及
およ

び訴訟
そしょう

能力
のうりょく

等
とう

の法的
ほうてき

能力
のうりょく

を行使
こ う し

するため，必要
ひつよう

かつ適切
てきせつ

な支援
し え ん

を受
う

ける権利
け ん り

を有
ゆう

するものとすること。 

２ 相談
そうだん

事業
じぎょう

等
とう

 

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，相談
そうだん

事業
じぎょう

，自己
じ こ

決定
けってい

への支援
し え ん

,障
しょう

がいのある人
ひと

の権利
け ん り

利益
り え き

の保護
ほ ご

等
とう

のための成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

その他
た

の施策
し さ く

又
また

は制度
せ い ど

が，適切
てきせつ

に行
おこな

われ又
また

は広
ひろ

く利用
り よ う

されるよう必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

じなければならないものとすること。 

３ 個人
こ じ ん

情報
じょうほう

の保護
ほ ご

等
とう

 

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
しょう

がいに関
かん

する個人
こ じ ん

情報
じょうほう

，健康
けんこう

情報
じょうほう

，リハビリテー

ションに関
かん

する情報
じょうほう

の秘匿性
ひとくせい

が保護
ほ ご

されるよう必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

じなければなら

ないものとすること。 

４ 職員
しょくいん

の育成
いくせい

 

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，第
だい

２項
こう

の施策
し さ く

を講
こう

ずるために必要
ひつよう

な専門的
せんもんてき

技術
ぎじゅつ

職員
しょくいん
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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
ゆう

する職員
しょくいん

を育成
いくせい

するよう必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

じ

なければならないものとすること。 

５ 濫用
らんよう

防止
ぼ う し

等
とう

 

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，第
だい

２項
こう

の権利
け ん り

利益
り え き

の保護
ほ ご

等
とう

のための施策
し さ く

又
また

は制度
せ い ど

が

濫用
らんよう

されることを防止
ぼ う し

し，これらの制度
せ い ど

が適
てき

切
きり

に利用
り よ う

又
また

は運用
うんよう

されるよう必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

じなければならないものとすること。 

 

第
だい

１８条
じょう

（公共
こうきょう

施設
し せ つ

等
とう

の利用
り よ う

可能性
かのうせい

） 

１ 権利
け ん り

 

障
しょう

がいのある人
ひと

は，不特定
ふとくてい

多数
た す う

の者
もの

の利用
り よ う

に供
きょう

されている建築物
けんちくぶつ

，道路
ど う ろ

,輸送
ゆ そ う

機関
き か ん

その他
た

の屋内
おくない

屋外
おくがい

の公共
こうきょう

施設
し せ つ

を円滑
えんかつ

に利用
り よ う

する権利
け ん り

を有
ゆう

するものとするこ

と。 

２ 国
くに

等
とう

が設置
せ っ ち

する公共
こうきょう

施設
し せ つ

 

国
くに

及
およ

び地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

は，前項
ぜんこう

の権利
け ん り

を実現
じつげん

するため，自
みずか

ら設置
せ っ ち

する官公庁
かんこうちょう

施設
し せ つ

，

交通
こうつう

施設
し せ つ

その他
た

の公共
こうきょう

施設
し せ つ

について，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

,

介助者
かいじょしゃ

，案内者
あんないしゃ

，朗読者
ろうどくしゃ

及
およ

び手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

等
とう

による適切
てきせつ

な人的
じんてき

支援
し え ん

の提供
ていきょう

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ものとすること。 

３ 事
じ

業者
ぎょうしゃ

が設置
せ っ ち

する公共
こうきょう

施設
し せ つ

 

不特定
ふとくてい

多数
た す う

の者
もの

の利用
り よ う

に供
きょう

されている公共
こうきょう

施設
し せ つ

を設置
せ っ ち

する事
じ

業者
ぎょうしゃ

は，第
だい

１項
こう
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の権利
け ん り

を実現
じつげん

するため，当該
とうがい

公共
こうきょう

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

並
なら

びに介助者
かいじょしゃ

，案内者
あんないしゃ

，朗読者
ろうどくしゃ

及
およ

び手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

等
とう

による適切
てきせつ

な人的
じんてき

支援
し え ん

の提供
ていきょう

等
とう

に

努
つと

めなければならないものとすること。 

４ 施策
し さ く

 

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，第
だい

１項
こう

の権利
け ん り

を実現
じつげん

するため，前項
ぜんこう

の規定
き て い

による事
じ

業者
ぎょうしゃ

の責務
せ き む

を援助
えんじょ

し，また，公共
こうきょう

施設
し せ つ

を利用
り よ う

する 障
しょう

がいのある人
ひと

が，移動
い ど う

補助
ほ じ ょ

具
ぐ

，補
ほ

装具
そ う ぐ

，補助
ほ じ ょ

器具
き ぐ

又
また

は支援
し え ん

機器
き き

等
とう

を利用
り よ う

し，又
また

は介助者
かいじょしゃ

，案内者
あんないしゃ

，朗読者
ろうどくしゃ

，

手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

等
とう

による適切
てきせつ

な人的
じんてき

支援
し え ん

の提供
ていきょう

を受
う

けることができるようにするた

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ものとすること。 

５ 補助
ほ じ ょ

犬
けん

 

国
くに

，地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

及
およ

び公共
こうきょう

施設
し せ つ

を設置
せ っ ち

する事
じ

業者
ぎょうしゃ

は，自
みずか

ら設置
せ っ ち

する公共
こうきょう

施設
し せ つ

を

利用
り よ う

する 障
しょう

がいのある人
ひと

の補助
ほ じ ょ

を行
おこな

う補助
ほ じ ょ

犬
けん

の同伴
どうはん

について， 障
しょう

がいのある

人
ひと

の利用
り よ う

の便宜
べ ん ぎ

を図
はか

らなければならないものとすること。 

 

第
だい

１９条
じょう

（意思
い し

及
およ

び情報
じょうほう

の受領
じゅりょう

等
とう

） 

１ 権利
け ん り

 

障
しょう

がいのある人
ひと

は，自
みずか

ら選択
せんたく

する意思
い し

等
とう

伝達
でんたつ

手段
しゅだん

を用
もち

いて意思
い し

又
また

は情報
じょうほう

を受
じゅ

領
りょう

し，またこれを発信
はっしん

，伝達
でんたつ

し，通信
つうしん

，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

等
とう

に係
かかわ

る公共的
こうきょうてき
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なサービスの提供
ていきょう

を受
う

ける権利
け ん り

を有
ゆう

するものとすること。 

２ 情報
じょうほう

通信
つうしん

機器
き き

等
とう

 

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，前項
ぜんこう

の権利
け ん り

を実現
じつげん

するため，障
しょう

がいのある人
ひと

が利用
り よ う

しやすいコンピューター及
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
およ

び放送
ほうそう

のサービスの利用
り よ う

に関
かん

する 障
しょう

がいのある人
ひと

の利便
り べ ん

の増進
ぞうしん

， 障
しょう

が

いのある人
ひと

に対
たい

して情報
じょうほう

を提
てい

供
きょう

する施設
し せ つ

の整備
せ い び

等
とう

が図
はか

られるよう必要
ひつよう

な施策
し さ く

を

講
こう

じなければならないものとすること。 

３ 情報
じょうほう

通信
つうしん

技術
ぎじゅつ

等
とう

 

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，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

っては，それらを 障
しょう

がいのある人
ひと

にも利用
り よ う

可能
か の う

なものとしなければならないも

のとすること。 

４ 情報
じょうほう

通信
つうしん

機器
き き

製造
せいぞう

等
とう

 

電気通信及
でんきつうしんおよぶ

び放送
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
かかわ

るサービスの提供
ていきょう

並
なら

びにコンピュ

ーター及
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

の製造
せいぞう

等
とう

を行
おこな

う事
じ

業者
ぎょうしゃ

は，当該
とうがい

サ

ービスの提供
ていきょう

又
また

は当該
とうがい

機器
き き

の製造
せいぞう

等
とう

に当
あ

たり，それらを 障
しょう

がいのある人
ひと

にも

利用
り よ う

可能
か の う

なものとするよう努
つと

めなければならないものとすること。 

 

第
だい

２０条
じょう

（家庭
か て い

及
およ

び家族
か ぞ く

の尊重
そんちょう

） 
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１ 権利
け ん り

 

障
しょう

がいのある人
ひと

は，両当事者
りょうとうじしゃ

の合意
ご う い

のみに基
もと

づいて婚姻
こんいん

をする権利
け ん り

，生殖
せいしょく

能力
のうりょく

を保
ほ

持
じ

する権利
け ん り

，家族
か ぞ く

を形成
けいせい

し，子
こ

どもを養育
よういく

する権利
け ん り

，子
こ

どもの数
かず

及
およ

び

出産
しゅっさん

間隔
かんかく

を決定
けってい

する権利
け ん り

，並
なら

びに生殖
せいしょく

，出産
しゅっさん

及
およ

び家族
か ぞ く

計画
けいかく

に関
かん

する情報
じょうほう

及
およ

び教育
きょういく

をその年齢
ねんれい

に適
てき

した方法
ほうほう

で受
う

ける権利
け ん り

を有
ゆう

するものとすること。 

２ 適切
てきせつ

な支援
し え 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，前項
ぜんこう

の権利
け ん り

を実現
じつげん

するため，障
しょう

がいのある人
ひと

が，性
せい

を否定
ひ て い

されることなく個人
こ じ ん

として尊重
そんちょう

され，性
せい

，生殖
せいしょく

，婚姻
こんいん

，家族
か ぞ く

，親子
お や こ

関係
かんけい

，

親族
しんぞく

関係
かんけい

及
およ

び子
こ

どもの養育
よういく

に関
かん

して，並
なら

びにこれらに関
かん

する教育
きょういく

，情報
じょうほう

提供
ていきょう

，

保健
ほ け ん

サービスに関
かん

して，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
こう

じなけれ

ばならないものとすること。 

 

第
だい

２１条
じょう

（教育
きょういく

） 

１ 権利
け ん り

 

障
しょう

がいのある人
ひと

は，あらゆる年齢
ねんれい

段階
だんかい

において，自己
じ こ

の尊厳
そんげん

及
およ

び価値
か ち

に対
たい

す

る意識
い し き

を十分
じゅうぶん

に育成
いくせい

し，人権
じんけん

及
およ

び人間
にんげん

の多様性
たようせい

を尊重
そんちょう

し，その能力
のうりょく

を可能
か の う

な限
かぎ

り

発達
はったつ

させ，社会
しゃかい

に参加
さ ん か

することを目的
もくてき

とする共生
きょうせい

教育
きょういく

を受
う

ける権利
け ん り

を有
ゆう

するも

のとすること。 

２ 制度
せ い ど

の構築
こうちく
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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，前項
ぜんこう

の権利
け ん り

を実現
じつげん

するため，障
しょう

がいのある人
ひと

がその

生活
せいかつ

する地域
ち い き

社会
しゃかい

において，必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

けながら，障
しょう

がいのない人
ひと

と共
とも

に

学
まな

ぶ教育
きょういく

制度
せ い ど

を構築
こうちく

し，生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

の機会
き か い

を確保
か く ほ

するために必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

じな

ければならないものとすること。 

３ 必要
ひつよう

な支援
し え ん

及
およ

び整備
せ い び

 

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
しょう

がいのある人
ひと

が十分
じゅうぶん

な教育
きょういく

を受
う

けられるよう，

学級
がっきゅう

人数
にんずう

を調整
ちょうせい

し，教職員
きょうしょくいん

及
およ

び支援員
しえんいん

を配置
は い ち

し，学校
がっこう

施設
し せ つ

の整備
せ い び

を促進
そくしん

する等
とう

教育上
きょういくじょう

必要
ひつよう

な支援
し え ん

及
およ

び整備
せ い び

を確保
か く ほ

するために必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

じなければならな

いものとすること。 

４ 手話
し ゅ わ

等
とう

の保障
ほしょう

 

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，盲
もう

ろう者
しゃ

及
およ

びろう者
もの

が十分
じゅうぶん

な教育
きょういく

を受
う

けられるよう，

手話等当該盲
しゅわなどとうがいもう

ろう者及
しゃおよ

びろう者
もの

にとって最
もっと

も適切
てきせつ

な言語
げ ん ご

並
なら

びにコミュニケーシ

ョンの形態
けいたい

及
およ

び手段
しゅだん

を確保
か く ほ

するために必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

じなければならないもの

とすること。 

５ 特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

における教育
きょういく

 

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
しょう

がいのある人
ひと

又
また

はその保護者
ほ ご し ゃ

が特別
とくべつ

支援
し え ん

学校
がっこう

にお

ける教育
きょういく

を選択
せんたく

した場合
ば あ い

，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
しょう

がいのある児童
じ ど う

及
およ

び生徒
せ い と

と 障
しょう

がいのない児童
じ ど う

及
およ

び生徒
せ い と

との交流
こうりゅう

を積極的
せっきょくてき

に進
すす

めることによっ

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ものとすること。 
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６ 教員
きょういん

の研修
けんしゅう

等
とう

 

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，すべての教育
きょういく

段階
だんかい

における教員
きょういん

の養成
ようせい

課程
か て い

で，障
しょう

が

いに対
たい

する意識
い し き

，コミュニケーション，支援
し え ん

の方法
ほうほう

及
およ

び授業
じゅぎょう

方法
ほうほう

等
とう

について研修
けんしゅう

を行
おこな

う等
とう

，教員
きょういん

の資質
し し つ

を向上
こうじょう

させるために必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

じなければならない

ものとすること。 

 

第
だい

２２条（労働
ろうどう

及
およ

び雇用
こ よ う

） 

１ 権利
け ん り

 

障
しょう

がいのある人
ひと

は，他
ほか

の者
もの

と等
ひと

しく，労働
ろうどう

についての権利
け ん り

を有
ゆう

し， 障
しょう

がい

のある人
ひと

が分
わ

け隔
へだ

てられることなく利用
り よ う

できる労働
ろうどう

市場
しじょう

及
およ

び労働
ろうどう

環境
かんきょう

において，

必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

けながら、自
みずか

ら選択
せんたく

した労働
ろうどう

を通
つう

じて生計
せいけい

を立
た

てる機会
き か い

を保障
ほしょう

されるものとすること。 

２ 労働
ろうどう

条件
じょうけん

等
とう

 

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，前項
ぜんこう

の権利
け ん り

を実現
じつげん

するため，公正
こうせい

かつ良好
りょうこう

な労働
ろうどう

条件
じょうけん

及
およ

び安全
あんぜん

かつ健康的
けんこうてき

な労働
ろうどう

環境
かんきょう

を確保
か く ほ

するよう必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

じなければなら

ないものとすること。 

３ 雇用
こ よ う

の促進
そくしん

等
とう

 

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
しょう

がいのある人
ひと

の雇用
こ よ う

を促進
そくしん

し，障
しょう

がいのある人
ひと

が

その意欲
い よ く

と適性
てきせい

に応
おう

じた適切
てきせつ

な職業
しょくぎょう

に従事
じゅうじ

することができるようにするため，
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障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

して，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

その他
た

必要
ひつよう

な就労
しゅうろう

支援
し え ん

施策
し さ く

を講
こう

じ，かつ優先
ゆうせん

雇用
こ よ う

，障
しょう

がい者
しゃ

雇用率
こようりつ

制度
せ い ど

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ものとすること。 

４ 事業
じぎょう

主
ぬし

への助成
じょせい

等
とう

 

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
しょう

がいのある人
ひと

を採用
さいよう

しようとする事業
じぎょう

主
しゅ

及
およ

び 障
しょう

がいのある人
ひと

を雇用
こ よ う

する事業
じぎょう

主
しゅ

に対
たい

し，障
しょう

がいのある人
ひと

が雇用
こ よ う

され，継続
けいぞく

して

働
はたら

くことができるよう，障
しょう

がいのある人
ひと

の雇用
こ よ う

に伴
ともな

い必要
ひつよう

となる施設
し せ つ

又
また

は環境
かんきょう

等
とう

に要
よう

する費用
ひ よ う

の助成
じょせい

その他
た

必要
ひつよう

な支援
し え ん

をするために，必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

じなけ

ればならないものとすること。 

 

第
だい

２３条
じょう

（医療
いりょう

，健康
けんこう

等
とう

） 

１ 権利
け ん り

 

障
しょう

がいのある人
ひと

は，十分
じゅうぶん

な説明
せつめい

に基
もと

づいた自
みずか

らの選択
せんたく

（支援
し え ん

を受
う

けた選択
せんたく

を

含
ふく

む。）にしたがい，障
しょう

がいのない人
ひと

に提
てい

供
きょう

される医療
いりょう

と同一
どういつ

の質
しつ

の医療
いりょう

，保健
ほ け ん

，

リハビリテーション等
とう

（以下
い か

「医療
いりょう

等
とう

」という。）を受
う

ける権利
け ん り

を有
ゆう

し，本人
ほんにん

の

意思
い し

に反
かえ

して医療
いりょう

等
とう

を 強
きょう

制
せい

されないものとすること。 

２ 地域
ち い き

医療
いりょう

 

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，前項
ぜんこう

の医療等
いりょうなど

を当該障
とうがいしょう

がいのある人
ひと

が生活
せいかつ

する地域
ち い き
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社会
しゃかい

又
また

はこれに可能
か の う

な限
かぎ

り近
ちか

い地域
ち い き

で提
てい

供
きょう

するために必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

じなけれ

ばならないものとすること。 

３ 医師
い し

等
とう

の育成
いくせい

 

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，医師
い し

，歯科
し か

医師
い し

，薬剤師
やくざいし

，看護師
か ん ご し

その他
た

の医療
いりょう

従事者
じゅうじしゃ

が，障
しょう

がいのある人
ひと

の人権
じんけん

，尊厳
そんげん

及
およ

び自立
じ り つ

を尊重
そんちょう

し，障
しょう

がいに対
たい

する理解
り か い

を深
ふか

めるようにこれらの者
もの

を育成
いくせい

するために必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

じなければならないも

のとすること。 

４ 医師
い し

等
とう

の研修
けんしゅう

 

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、前項
ぜんこう

の趣旨
し ゅ し

にのっとり、病院
びょういん

、診療所
しんりょうじょ

、助産所
じょさんじょ

その他
た

の医療
いりょう

機関
き か ん

に対
たい

し、医療
いりょう

従事者
じゅうじしゃ

に必要
ひつよう

な研修
けんしゅう

を行
おこな

うよう指導
し ど う

助言
じょげん

し，かつ倫理
り ん り

規則
き そ く

を普及
ふきゅう

させるよう必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

じなければならないものとすること。 

５ 研究
けんきゅう

，開発
かいはつ

及
およ

び普及
ふきゅう

等
とう

 

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，医療
いりょう

等
とう

の研究
けんきゅう

，開発
かいはつ

及
およ

び普及
ふきゅう

を促進
そくしん

し，難病
なんびょう

等
とう

の調査
ちょうさ

及
およ

び研究
けんきゅう

を推進
すいしん

するよう努
つと

めなければならないものとすること。 

 

第
だい

２４条
じょう

（所得
しょとく

保障
ほしょう

） 

１ 権利
け ん り

 

障
しょう

がいのある人
ひと

は，他
ほか

の者
もの

と同等
どうとう

の生活
せいかつ

をすることができるように，所得
しょとく

を

保障
ほしょう

される権利
け ん り

を有
ゆう

するものとすること。 
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２ 年金
ねんきん

等
とう

 

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，前項
ぜんこう

の権利
け ん り

を実現
じつげん

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
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ものとすること。 

３ 税制上
ぜいせいじょう

の措置
そ ち

等
とう

 

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
しょう

がいのある人
ひと

の尊厳
そんげん

ある生活
せいかつ

が実現
じつげん

され， 障
しょう

が

いのある人
ひと

及
およ

びその家族
か ぞ く

に 障
しょう

がいに起因
き い ん

する経済的
けいざいてき

負担
ふ た ん

が生
しょう

じることのない

よう，税制上
ぜいせいじょう

の措置
そ ち

，公共
こうきょう

施設
し せ つ

の利用料
りようりょう

等
とう

の減免
げんめん

その他
た

必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

じなけ

ればならないものとすること。 

 

第
だい

２５条
じょう

（司法
し ほ う

の利用
り よ う

等
とう

） 

１ 権利
け ん り

 

障
しょう

がいのある人
ひと

は，すべての法的
ほうてき

手続
てつづき

（裁判外
さいばんがい

紛争
ふんそう

解決
かいけつ

機関
き か ん

における手続
てつづき

及
およ

び捜査
そ う さ

段階
だんかい

の手続
てつづき

を含
ふく

む。）において，他
ほか

の者
もの

と等
ひと

しく，適正
てきせい

な手続
てつづき

を保障
ほしょう

され，

手続
てつづき

の直接
ちょくせつ

及
およ

び間接
かんせつ

（裁判
さいばん

傍聴
ぼうちょう

を含
ふく

む。）の利用
り よ う

が可能
か の う

となるよう，必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

ける権利
け ん り

を有
ゆう

するものとすること。 

２ 裁判所
さいばんしょ

等
とう

 

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，裁判所
さいばんしょ

、検察庁
けんさつちょう

、警察
けいさつ

署
しょ

等
とう

が，当該
とうがい

法的
ほうてき

手続
てつづき

に関与
か ん よ

し

ている 障
しょう

がいのある人
ひと

の 障
しょう

がいに応
おう

じ，その者
もの

が十分
じゅうぶん

に理解
り か い

可能
か の う

な意思
い し

等
とう
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伝達
でんたつ

手段
しゅだん

（適切
てきせつ

な補助者
ほじょしゃ

の立会
た ち あ

い等
とう

も含
ふく

む。）を用
もち

いてすべての手続
てつづき

を行
おこな

うこと

ができるようにするために必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

じなければならないものとする。 

３ 事
じ

業者
ぎょうしゃ

 

弁護士
べ ん ご し

等
とう

司法
し ほ う

にかかわる事
じ

業者
ぎょうしゃ

は、法的
ほうてき

手続
てつづき

の当事者
とうじしゃ

である 障
しょう

がいのある人
ひと

の 障
しょう

がいに応
おう

じ、その者
もの

が十分
じゅうぶん

に理解
り か い

可能
か の う

な意思
い し

等
とう

伝達
でんたつ

手段
しゅだん

を用
もち

いてコミュニ

ケーションをはかる等
とう

、必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

うよう努
つと

めなければならないものとす

ること。 

４ 刑事
け い じ

施設
し せ つ

等
とう

 

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，刑事
け い じ

施設
し せ つ

、留置
りゅうち

施設
し せ つ

、少年院
しょうねんいん

、鑑別所
かんべつじょ

等
とう

が，対象
たいしょう

と

なっている 障
しょう

がいのある人
ひと

の 障
しょう

がいに応
おう

じ，その者
もの

が十分
じゅうぶん

に理解
り か い

可能
か の う

な意思
い し

等
とう

伝達
でんたつ

手段
しゅだん

を用
もち

いて，適切
てきせつ

な処遇
しょぐう

を行
おこな

うことができるよう必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

じな

ければならないものとすること。 

５ 職員
しょくいん

の研修
けんしゅう

及
およ

び訓練
くんれん

 

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，すべての法的
ほうてき

手続
てつづき

に関
かか

わる職員
しょくいん

が障
さわ

がいのある人
ひと

に

対
たい

し必要
ひつよう

な支援
し え ん

を行
おこな

うことができるように，訓練
くんれん

及
およ

び研修
けんしゅう

を行
おこな

うための必要
ひつよう

な

施策
し さ く

を講
こう

じなければならないものとすること。 

 

第
だい

２６条
じょう

（政治
せ い じ

参加
さ ん か

） 

１ 権利
け ん り
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障
しょう

がいのある人
ひと

は，自
みずか

らの政治的
せいじてき

権利
け ん り

を行使
こ う し

する機会
き か い

を確保
か く ほ

するために，

立候補
りっこうほ

，投票
とうひょう

又
また

は国民
こくみん

審査
し ん さ

の手続
てつづき

，設備
せ つ び

及
およ

び資料
しりょう

等
とう

に係
かかわ

る配慮
はいりょ

並
なら

びに選挙
せんきょ

活動
かつどう

及
およ

び投票
とうひょう

又
また

は国民
こくみん

審査
し ん さ

の際
さい

の援助
えんじょ

その他
た

必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

ける権利
け ん り

を有
ゆう

するものと

すること。 

２ 条件
じょうけん

整備
せ い び

等
とう

 

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，前項
ぜんこう

の権利
け ん り

を実現
じつげん

するため，選挙
せんきょ

活動
かつどう

における支援
し え ん

、

投票
とうひょう

又
また

は国民
こくみん

審査
し ん さ

を行
おこな

う場所
ば し ょ

の設置
せ っ ち

運営
うんえい

，人員
じんいん

配置
は い ち

等
とう

の条件
じょうけん

整備
せ い び

を行
おこな

う等
とう

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ものとすること。 

 

第
だい

２７条
じょう

（文化
ぶ ん か

活動
かつどう

等
とう

への参加
さ ん か

） 

１ 権利
け ん り

 

障
しょう

がいのある人
ひと

は，自
みずか

らの意思
い し

に基
もと

づき，文化
ぶ ん か

芸術
げいじゅつ

活動
かつどう

，レクリエーション

活動
かつどう

，もしくはスポーツに参加
さ ん か

する機会
き か い

を確保
か く ほ

するために必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

ける

権利
け ん り

を有
ゆう

するものとすること。 

２ 条件
じょうけん

整備
せ い び

等
とう

  

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，前項
ぜんこう

の権利
け ん り

を実現
じつげん

するため，利用
り よ う

しやすい設備
せ つ び

，用具
よ う ぐ

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

に参加
さ ん か

する機会
き か い

及
およ

び必要
ひつよう

な支援
し え ん

の提供
ていきょう

等
とう

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ものとすること。 
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第
だい

２８条
じょう

（国際
こくさい

協力
きょうりょく

のための施策
し さ く

） 

国
くに

は，この法律
ほうりつ

の目的
もくてき

及
およ

び趣旨
し ゅ し

を実現
じつげん

するために国際
こくさい

協力
きょうりょく

を促進
そくしん

するものとし，

障
しょう

がいのある人
ひと

の参加
さ ん か

を保障
ほしょう

した上
うえ

で，外国
がいこく

政府
せ い ふ

，国際
こくさい

機関
き か ん

及
およ

び 障
しょう

がい者
しゃ

組織
そ し き

を

含
ふく

む市民
し み ん

団体
だんたい

と協力
きょうりょく

及
およ

び連携
れんけい

するために必要
ひつよう

な施策
し さ く

を講
こう

じなければならないもの

とすること。 

 

第
だい

３章
しょう

 施策
し さ く

及
およ

び基本
き ほ ん

計画
けいかく

の推進
すいしん

及
およ

び監視
か ん し

等
とう

 

 

第
だい

２９条
じょう

（ 障
しょう

がい者
しゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

の設置
せ っ ち

） 

１ 障
しょう

がい者
しゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

の設置
せ っ ち

 

内閣府
ないかくふ

に，障
しょう

がいのある人
ひと

に関
かん

する施策
し さ く

を推進
すいしん

し，監視
か ん し

する機関
き か ん

として，障
しょう

がい者
しゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

（以下
い か

，｢委員会
いいんかい

｣という｡）を設置
せ っ ち

するものとすること。 

２ 省庁間
しょうちょうかん

調整
ちょうせい

 

委員会
いいんかい

は，政
せい

府内
ふ な い

の省庁間
しょうちょうかん

における 障
しょう

がいのある人
ひと

に関
かん

する施策
し さ く

の実施
じ っ し

に

関連
かんれん

する活動
かつどう

を容易
よ う い

にするための調整
ちょうせい

を行
おこな

うものとすること。 

３ 当事者
とうじしゃ

参画
さんかく

 

障
しょう

がいのある人
ひと

及
およ

び 障
しょう

がいのある人
ひと

を代表
だいひょう

する団体
だんたい

は，委員会
いいんかい

による推進
すいしん

及
およ

び監視
か ん し

の過
か

程
ほど

に参加
さ ん か

するものとすること。 
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第
だい

３０条
じょう

（所掌
しょしょう

事務
じ む

） 

１ 所掌
しょしょう

事務
じ む

 

委員会
いいんかい

は，次
つぎ

に掲
かか

げる事務
じ む

をつかさどるものとすること。 

① 障
しょう

がい者
しゃ

基本
き ほ ん

計画
けいかく

案
あん

の作成
さくせい

に関
かん

し，調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

し，必要
ひつよう

があると認
みと

めるとき

は，内閣
ないかく

総理
そ う り

大臣
だいじん

に対
たい

し意見
い け ん

を述
の

べること。 

② 障
しょう

がいのある人
ひと

に関
かん

する施策
し さ く

に関
かん

する重要
じゅうよう

事項
じ こ う

を調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

し，必要
ひつよう

がある

と認
みと

めるときは，関係
かんけい

行政
ぎょうせい

機関
き か ん

の長
ちょう

に意見
い け ん

を述
の

べること。 

③ 障
しょう

がいのある人
ひと

に関
かん

する施策
し さ く

の実施
じ っ し

状況
じょうきょう

を監
かん

視
し

し，必要
ひつよう

があると認
みと

めると

きは，内閣
ないかく

総理
そ う り

大臣
だいじん

又
また

は関係
かんけい

各大臣
かくだいじん

に勧告
かんこく

すること 

④ 第
だい

１号
ごう

から前号
ぜんごう

までに掲
かか

げる事務
じ む

を行
おこな

うために必要
ひつよう

な実態
じったい

調査
ちょうさ

及
およ

び研究
けんきゅう

を

行
おこな

うこと。 

⑤ 第
だい

１２条
じょう

に基
もと

づき，国民
こくみん

に対
たい

し広報
こうほう

及
およ

び啓発
けいはつ

活動
かつどう

を行
おこな

うこと。 

２ 報告
ほうこく

 

内閣
ないかく

総理
そ う り

大臣
だいじん

又
また

は関係
かんけい

各大臣
かくだいじん

は，前項
ぜんこう

第
だい

３号
ごう

の規定
き て い

による勧告
かんこく

に基
もと

づき講
こう

じ

た施策
し さ く

について，委員会
いいんかい

に報告
ほうこく

しなければならないものとすること。 

 

第
だい

３１条
じょう

（職権
しょっけん

の行使
こ う し

） 
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委員会
いいんかい

の委員
い い ん

は，独立
どくりつ

してその職権
しょっけん

を行
おこな

うものとすること。 

 

第
だい

３２条
じょう

（資料
しりょう

の提出
ていしゅつ

等
とう

の要求
ようきゅう

） 

委員会
いいんかい

は，その所掌
しょしょう

事務
じ む

を遂行
すいこう

するため必要
ひつよう

があると認
みと

める時
とき

は，関係
かんけい

行政
ぎょうせい

機関
き か ん

の長
ちょう

に対
たい

し，資料
しりょう

の提出
ていしゅつ

，意見
い け ん

の表明
ひょうめい

，説明
せつめい

その他
た

必要
ひつよう

な協力
きょうりょく

を求
もと

めることがで

きるものとすること。 

 

第
だい

３３条
じょう

（組織
そ し き

） 

委員会
いいんかい

は，委員
い い ん

３０人
にん

以内
い な い

で組織
そ し き

するものとすること。 

 

第
だい

３４条
じょう

（委員
い い ん

の任命
にんめい

） 

委員会
いいんかい

の委員
い い ん

は， 障
しょう

がいのある人
ひと

， 障
しょう

がいのある人
ひと

の権利
け ん り

及
およ

び福祉
ふ く し

に関
かん

する

事業
じぎょう

に従事
じゅうじ

する者
もの

並
なら

びに学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

の中
なか

から，内閣
ないかく

総理
そ う り

大臣
だいじん

が任命
にんめい

するものとし，

過半数
かはんすう

を 障
しょう

がいのある人
ひと

によって構成
こうせい

するものとすること｡ 

 

第
だい

３５条
じょう

（委員
い い ん

の任期
に ん き

） 

委員
い い ん

の任期
に ん き

は，３年
ねん

とするものとすること。 

 

第
だい

３６条
じょう

（地方障
ちほうしょう

がい者
しゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

） 

１ 都道府県
と ど う ふ け ん

障
しょう

がい者
しゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい
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都道府県
と ど う ふ け ん

に，地方障
ちほうしょう

がい者
しゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

を置
お

くものとすること。 

２ 所掌
しょしょう

事務
じ む

 

都道府県
と ど う ふ け ん

に置
お

かれる地方障
ちほうしょう

がい者
しゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

は，次
つぎ

に掲
かか

げる事務
じ む

をつかさど

るものとすること。 

① 都道府県
と ど う ふ け ん

障
しょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

に関
かん

し，意見
い け ん

を述
の

べること。  

② 当該
とうがい

都道府県
と ど う ふ け ん

における 障
しょう

がいのある人
ひと

に関
かん

する施策
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

について必要
ひつよう

な事項
じ こ う

を調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

すること。 

③ 当該
とうがい

都道府県
と ど う ふ け ん

における 障
しょう

がいのある人
ひと

に関
かん

する施策
し さ く

の推進
すいしん

について必要
ひつよう

な関係
かんけい

行政
ぎょうせい

機関
き か ん

相互
そ う ご

の連絡
れんらく

調整
ちょうせい

を要
よう

する事項
じ こ う

を調査
ちょうさ

審議
し ん ぎ

すること。 

④ 都道府県
と ど う ふ け ん

の 障
しょう

がいのある人
ひと

に関
かん

する施策
し さ く

の実施
じ っ し

状況
じょうきょう

を監
かん

視
し

し，必要
ひつよう

がある

と認
みと

めるときは，都道府県
と ど う ふ け ん

知事
ち じ

に対
たい

し勧告
かんこく

すること。 

３ 組織
そ し き

及
およ

び運営
うんえい

 

都道府県
と ど う ふ け ん

に置
お

かれる地方障
ちほうしょう

がい者
しゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

の組織
そ し き

及
およ

び運営
うんえい

に関
かん

し必要
ひつよう

な

事項
じ こ う

は，条例
じょうれい

で定
さだ

めるものとすること。 

４ 市町村
しちょうそん

障
しょう

がい者
しゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

 

   市町村
しちょうそん

に，地方障
ちほうしょう

がい者
しゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

を置
お

くものとすること。 

５ 準用
じゅんよう

 

第
だい

２項
こう

及
およ

び第
だい

３項
こう

の規定
き て い

は，市町村
しちょうそん

に置
おき

かれる地方障
ちほうしょう

がい者
しゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

に
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準用
じゅんよう

するものとすること。 

６ 構成
こうせい

 

地方障
ちほうしょう

がい者
しゃ

政策
せいさく

委員会
いいんかい

の委員
い い ん

は，障
しょう

がいのある人
ひと

，障
しょう

がいのある人
ひと

の権利
け ん り

及
およ

び福祉
ふ く し

に関
かん

する事業
じぎょう

に従事
じゅうじ

する者
もの

並
なら

びに学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

の中
なか

から，都道府県
と ど う ふ け ん

にお

いては都道府県
と ど う ふ け ん

知事
ち じ

が，市町村
しちょうそん

においては市町
しちょう

村長
そんちょう

が任命
にんめい

するものとし，過半数
かはんすう

を 障
しょう

がいのある人
ひと

によって構成
こうせい

するものとするものとすること｡ 

以
い

 上
じょう



 0 

 

 

 

 

 

受刑者
じゅけいしゃ

の福祉
ふ く し

支援
し え ん

について 

 

 

 

２０１０年
２ ０ １ ０ ね ん

１月
１ が つ

１７日
１ ７ に ち

 

提出者
ていしゅつしゃ

（監修
かんしゅう

） 総合
そうごう

福祉
ふ く し

部会
ぶ か い

 構成員
こうせいいん

 弁護士
べ ん ご し

 藤岡
ふじおか

 毅
つよし

 

作成者
さくせいしゃ

 弁護士
べ ん ご し

 芦
あし

 田
だ

 如
ゆき

 子
こ

（大阪
おおさか

弁護士会
べ ん ご し か い

） 
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第１
だ い １

 一般
いっぱん

刑務所
けいむしょ

出所後
しゅっしょご

の手帳
てちょう

取得率
しゅとくりつ

の実態
じったい

 

 厚生
こうせい

労働
ろうどう

科学
か が く

研究
けんきゅう

障害
しょうがい

保険
ほ け ん

福祉
ふ く し

総合
そうごう

研究
けんきゅう

事業
じぎょう

（主任
しゅにん

研究者
けんきゅうしゃ

・田島
た じ ま

良昭
よしあき

氏
し

）の「虞犯
ぐ は ん

・触法
しょくほう

等
とう

の障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

に関する
か ん す る

研究
けんきゅう

」（平成
へいせい

１８年度
１ ８ ね ん ど

総括
そうかつ

・分担
ぶんたん

研究
けんきゅう

報告書
ほうこくしょ

）のうち、「わが国
わ が く に

の矯正
きょうせい

施設
し せ つ

における知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

の実態
じったい

調査
ちょうさ

」（分担
ぶんたん

研究者
けんきゅうしゃ

藤本
ふじもと

哲也
て つ や

氏
し

）によると、一般的
いっぱんてき

刑務所
け いむ しょ

１５カ所
１ ５ か し ょ

での聴き取り
き き と り

の結果
け っ か

、回答
かいとう

のあった２７０２４名
２ ７ ０ ２ ４ め い

中
ちゅう

、知的
ち て き

障害
しょうがい

またはその疑い
うたがい

がある者
もの

は４１０名
４ １ ０ め い

であり、出所後
しゅっしょご

すぐに福祉的
ふ くし てき

支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする人
ひと

が多数
た す う

いるにも関わらず
か か わ ら ず

、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

として障害
しょうがい

認定
にんてい

を受けて
う け て

手帳
てちょう

を取得
しゅとく

した人
ひと

は４１０名
４ １ ０ め い

中
ちゅう

２６名
２ ６ め い

（約
やく

６ ％
ぱーせんと

）とのこと

である。 

第２
だ い ２

 「療育
りょういく

手帳
てちょう

を失効
しっこう

させていた知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

の支援
し え ん

のケース」が示す
し め す

課題
か だ い

 

１ 事案
じ あ ん

 

 ３６歳
３ ６ さ い

男性
だんせい

・窃盗
せっとう

（飲食店
いんしょくてん

のレジから現金
げんきん

を窃取
せっしゅ

）・累犯
るいはん

前科
ぜ ん か

有
あり

・知的
ち て き

障害
しょうがい

・てんかん・療育
りょういく

手帳
てちょう

期限
き げ ん

切れ
ぎ れ

でまったく保護
ほ ご

を受けられず
う け ら れ ず

福祉
ふ く し

につなげられなかったケースである。母親
ははおや

兄
けい

妹
まい

は被告人
ひ こく にん

との連絡
れんらく

を拒絶
きょぜつ

しており、身寄り
み よ り

がない状態
じょうたい

で、１０件
１ ０ け ん

以上
いじょう

の窃盗
せっとう

の同種
どうしゅ

前科
ぜ ん か

あり、

２０代
２ ０ だ い

後半
こうはん

から刑務所
け いむ しょ

に出たり
で た り

入ったり
は い っ た り

の生活
せいかつ

だった。弁護人
べ んご にん

が受任後
じ ゅに んご

、情 状
じょうじょう

弁護
べ ん ご

のため、

母親
ははおや

や入所
にゅうしょ

していた施設
し せ つ

へ連絡
れんらく

をとって、知的
ち て き

障害
しょうがい

があることが判明
はんめい

した。療育
りょういく

手帳
てちょう

をもっ

ていなかったのは、施設
し せ つ

を出て
で て

から更新
こうしん

手続き
て つ づ き

を怠って
お こた って

失効
しっこう

してしまったためである。療育
りょういく

手帳
てちょう

の再発
さいはっ

行
こう

の手続き
て つ づ き

のため、更生
こうせい

相談所
そうだんじょ

へ相談
そうだん

したが、「拘置所
こう ちしょ

へ出 張
しゅっちょう

して検査
け ん さ

・面談
めんだん

が

できないから発行
はっこう

できない」といわれ、手続き
て つ づ き

が中断
ちゅうだん

したまま、判決
はんけつ

が出て
で て

、再び
ふたたび

服役
ふくえき

するに

至った
い た っ た

。 

 療育
りょういく

手帳
てちょう

の再発
さいはっ

行
こう

申請
しんせい

には１８歳
１ ８ さ い

までに知的障
ちてきしょう

がいがあったと推認
すいにん

される資料
しりょう

が必要
ひつよう

との

ことで、保護
ほ ご

観察所
かんさつじょ

、地元
じ も と

の生活
せいかつ

支援
し え ん

センター等
など

に協 力
きょうりょく

依頼
い ら い

したが、有力
ゆうりょく

な情報
じょうほう

を得られず
え ら れ ず

、

申請
しんせい

は困難
こんなん

であった。仮に
か り に

刑務
け い む

所内
しょない

で実際
じっさい

に福祉
ふ く し

支援
し え ん

が受けられなく
う け ら れ な く

とも、刑務
け い む

所内
しょない

での処遇
しょぐう

に

際して
さ い し て

手帳
てちょう

をもっているかどうかで、障害
しょうがい

の有無
う む

や程度
て い ど

に配慮
はいりょ

してもらえる可能性
か のう せい

があるし、

出所後
しゅっしょご

速やか
す み や か

に福祉的
ふ くし てき

支援
し え ん

につなげるために必要
ひつよう

がある。この被告人
ひ こく にん

については、出所前
しゅっしょまえ

に

刑務所
け いむ しょ

で「更生
こうせい

緊急
きんきゅう

保護
ほ ご

」の制度
せ い ど

を使って
つ か っ て

受け入れ先
う け い れ さ き

を見つける
み つ け る

ことを提案
ていあん

した。また、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

の申請
しんせい

を目指し
め ざ し

、刑務所
け いむ しょ

指定医
し て い い

に診断書
しんだんしょ

を作成
さくせい

してもらうという方法
ほうほう

もあ

ることが後
のち

に判明
はんめい

した。窃盗
せっとう

の原因
げんいん

は、知的
ち て き

障害
しょうがい

による盗癖
とうへき

があり、前刑
ぜんけい

の出所
しゅっしょ

当日
とうじつ

、帰住先
きじゅうさき

もない状態
じょうたい

で、出来
で き

心
ごころ

で窃盗
せっとう

を犯した
お か し た

とのことである。 

２ 事案
じ あ ん

の評価
ひょうか
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 現行
げんこう

制度
せ い ど

を仮に
か り に

前提
ぜんてい

としても、療育
りょういく

手帳
てちょう

を取得
しゅとく

し、福祉的
ふ くし てき

支援
し え ん

につなげ、受け入れ先
う け い れ さ き

を確保
か く ほ

すれば再犯
さいはん

は防げる
ふ せ げ る

と思われる
お も わ れ る

。 

 既
すで

に述べた
の べ た

とおり、罪
つみ

を犯した
お か し た

障害者
しょうがいしゃ

の療育
りょういく

手帳
てちょう

所持率
し ょじ りつ

は低く
ひ く く

、出所
しゅっしょ

直後
ちょくご

に福祉
ふ く し

の支え
さ さ え

を

得られない
え ら れ な い

事
こと

が累犯
るいはん

の原因
げんいん

となっている。療育
りょういく

手帳
てちょう

の申請
しんせい

には１８歳
１ ８ さ い

までに知的障
ちてきしょう

がいがあっ

たと推認
すいにん

される資料
しりょう

が必要
ひつよう

であるが、福祉
ふ く し

から排除
はいじょ

されてきた多く
お お く

の受刑
じゅけい

障害者
しょうがいしゃ

にとって、

取得
しゅとく

は困難
こんなん

である。また地域
ち い き

によって交付
こ う ふ

基準
きじゅん

が異なる
こ と な る

ため、再発行
さいはっこう

の際
さい

に他
た

の地域
ち い き

で手続き
て つ づ き

を

行う
おこなう

際
さい

に最初
さいしょ

から手続き
て つ づ き

を行う
おこなう

ことになり煩雑
はんざつ

である。現状
げんじょう

では、拘置所
こ うち しょ

や刑務
け い む

所内
しょない

にいる

本人
ほんにん

に対して
た い し て

面談
めんだん

による知能
ち の う

テストや医師
い し

による検査
け ん さ

を行う
おこなう

ことは極めて
き わ め て

困難
こんなん

であり、手帳
てちょう

交付
こ う ふ

に最低限
さいていげん

必要
ひつよう

な検査
け ん さ

を実施
じ っ し

できないという限界
げんかい

がある。また、住所
じゅうしょ

不定者
ふ てい しゃ

については所轄
しょかつ

の更生
こうせい

相談所
そうだんじょ

の協 力
きょうりょく

が得にくく
え に く く

、刑務所
け いむ しょ

から出所
しゅっしょ

したばかりの者
もの

は申請
しんせい

を受理
じ ゅ り

してもらいに

くいという問題
もんだい

もある。 

 また、罪
つみ

を犯した
お か し た

障害者
しょうがいしゃ

は、「社会
しゃかい

適応性
てきおうせい

」に極めて
き わ め て

重い
お も い

障害
しょうがい

をもつ。この認定
にんてい

項目
こうもく

は、現在
げんざい

の「障害
しょうがい

認定
にんてい

区分
く ぶ ん

」に含まれて
ふ く ま れ て

おらず、出所後
しゅっしょご

の受け入れ
う け い れ

に際して
さ い し て

必要
ひつよう

な福祉
ふ く し

支援
し え ん

施策
せ さ く

と、実際
じっさい

に提供
ていきょう

できる福祉
ふ く し

施策
せ さ く

のミスマッチを生んで
う ん で

いる。 

３ 新法
しんぽう

制定
せいてい

における必要
ひつよう

な課題
か だ い

 「受刑者
じゅけいしゃ

の手帳
てちょう

取得
しゅとく

、福祉
ふ く し

支給
しきゅう

決定
けってい

制度
せ い ど

」 

  塀
へい

の中
なか

での手帳
てちょう

取得
しゅとく

制度
せ い ど

、支援
し え ん

決定
けってい

手続
てつづき

の確立
かくりつ

 

 療育
りょういく

手帳
てちょう

の再発
さいはっ

行手
こ う て

続き
つ づ き

、とりわけ受刑中
じゅけいちゅう

こそ、発行
はっこう

手続
てつづき

が容易
よ う い

に出来る
で き る

必要
ひつよう

がある。 

 拘置所
こうちしょ

・刑務
け い む

所内
しょない

で障害
しょうがい

等級
とうきゅう

認定
にんてい

の診断
しんだん

、判定
はんてい

手続
てつづき

、相談
そうだん

支援
し え ん

、勘案
かんあん

調査
ちょうさ

手続
てつづき

、

支援
し え ん

決定
けってい

手続
てつづき

が可能
か の う

な法
ほう

制度
せ い ど

とすること。 

 取得
しゅとく

申請上
しんせいじょう

の妨げ
さまたげ

となっている下記
か き

要件
ようけん

を改善
かいぜん

し、療育
りょういく

手帳
てちょう

を所得
しょとく

しやすい環境
かんきょう

を整備
せ い び

す

る必要
ひつよう

がある。療育
りょういく

手帳
てちょう

を受 給 中
じゅきゅうちゅう

に申請
しんせい

することができれば、出所後
しゅっしょご

の福祉
ふ く し

支援
し え ん

を速やか
す み や か

に

スムーズに受ける
う け る

ことができる。出所後
しゅっしょご

の再犯
さいはん

を防ぎ
ふ せ ぎ

、本人
ほんにん

が安定
あんてい

して生活
せいかつ

するためには、療育
りょういく

手帳
てちょう

や障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

等
など

福祉
ふ く し

支援
し え ん

を受ける
う け る

地位
ち い

が確保
か く ほ

されていることが不可欠
ふ か け つ

であり、取得
しゅとく

要件
ようけん

、

交付
こ う ふ

基準
きじゅん

の緩和
か ん わ

の必要
ひつよう

がある。 

 （ア） 矯正
きょうせい

・更生
こうせい

保護
ほ ご

施設
し せ つ

、自治体
じ ち た い

の長
おさ

、刑事
け い じ

弁護人
べ んご にん

等
など

が代理人
だ いり にん

となって、手帳
てちょう

交付
こ う ふ

申請
しんせい

、

福祉
ふ く し

支援
し え ん

支給
しきゅう

申請
しんせい

等
など

の手続
てつづき

が実施
じ っ し

できるようにすること 

 （イ） 住所
じゅうしょ

不定
ふ て い

または住所
じゅうしょ

に問題
もんだい

がある者
もの

については、矯正
きょうせい

・更生
こうせい

保護
ほ ご

施設
し せ つ

の所在地
し ょざ いち

に

おいて療育
りょういく

手帳
てちょう

の申請
しんせい

手続き
て つ づ き

を行う
おこなう

ことを可能
か の う

とすること 
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 （ウ） 療育
りょういく

手帳
てちょう

取得
しゅとく

要件
ようけん

を全国
ぜんこく

統一
とういつ

し、交付
こ う ふ

基準
きじゅん

を緩和
か ん わ

すること 

４ 新法
しんぽう

制定
せいてい

における必要
ひつよう

な課題
か だ い

 塀
へい

の中段階
なかだんかい

での出所後
しゅっしょご

に向けた
む け た

就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

 

 受刑中
じゅけいちゅう

段階
だんかい

からの出所後
しゅっしょご

に向けた
む け た

就労
しゅうろう

支援
し え ん

、出所後
しゅっしょご

直ち
た だ ち

に受け入れ先
う け い れ さ き

が事前
じ ぜ ん

に

確保
か く ほ

出来て
で き て

いるようにしておくことが肝要
かんよう

。 

第３
だ い ３

 療育
りょういく

手帳
てちょう

を所持
し ょ じ

している保護
ほ ご

観察中
かんさつちゅう

の知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

の支援
し え ん

のケース 

１ 事案
じ あ ん

 

４０歳
４ ０ さ い

男性
だんせい

・窃盗
せっとう

（おもちゃや食べ物
た べ も の

を万引き
ま ん び き

）・同種
どうしゅ

前科
ぜ ん か

有
あり

・知的
ち て き

障害
しょうがい

・療育
りょういく

手帳
てちょう

Ｂ２

（軽度
け い ど

）・執行
しっこう

猶予
ゆ う よ

がつき、保護
ほ ご

観察
かんさつ

となったが、保護司
ほ ご し

の支援
し え ん

のみでは不十分
ふじゅうぶん

と考えられる
か ん が え ら れ る

ケ

ースであった。執行
しっこう

猶予
ゆ う よ

判決後
は んけ つご

、保護
ほ ご

観察
かんさつ

となり在宅
ざいたく

で生活
せいかつ

していたが、その後
そ の ご

、執行
しっこう

猶予中
ゆうよちゅう

に

再犯
さいはん

で実刑
じっけい

判決
はんけつ

となり服役
ふくえき

している。執行
しっこう

猶予
ゆ う よ

を獲得後
か くと くご

、保護
ほ ご

観察中
かんさつちゅう

に適切
てきせつ

な就労先
しゅうろうさき

が

見つからず
み つ か ら ず

、自宅
じ た く

での監護
か ん ご

体制
たいせい

も不備
ふ び

であったため再犯
さいはん

に及んだ
お よ ん だ

（両親
りょうしん

が高齢
こうれい

で、母親
ははおや

が知的
ち て き

障害
しょうがい

、父親
ちちおや

も身体
しんたい

障害
しょうがい

、父
ちち

は裁判中
さいばんちゅう

に他界
た か い

）。 

２ 事案
じ あ ん

の評価
ひょうか

 

 保護
ほ ご

観察所
かんさつしょ

の職務
しょくむ

の中
なか

に、刑務所
け いむ しょ

出所者
しゅっしょしゃ

の社旗
し ゃ き

復帰
ふ っ き

に備えて
そ な え て

帰住先
きじゅうさき

の生活
せいかつ

環境
かんきょう

の調整
ちょうせい

を

行う
おこなう

職務
しょくむ

がある。しかしながら、保護司
ほ ご し

がついていたが、知的
ち て き

障害
しょうがい

に関する
か ん す る

知識
ち し き

や経験
けいけん

がなく、

福祉
ふ く し

につなげなかった。弁護人
べ んご にん

が情 状
じょうじょう

弁護
べ ん ご

の中
なか

で、就労先
しゅうろうさき

を見つけて
み つ け て

きて本人
ほんにん

に勧めた
す す め た

がす

ぐに辞めて
や め て

しまった。窃盗
せっとう

の原因
げんいん

は、知的
ち て き

障害
しょうがい

による盗癖
とうへき

に加えて
く わ え て

、金銭
きんせん

管理
か ん り

能力
のうりょく

の欠如
けつじょ

と

それに伴う
ともなう

浪費
ろ う ひ

による生活
せいかつ

の困窮
こんきゅう

、就労先
しゅうろうさき

がないための貧困
ひんこん

などがあった。 

３ 新法
しんぽう

制定
せいてい

における必要
ひつよう

な課題
か だ い

 「保護
ほ ご

観察中
かんさつちゅう

の知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

の支援
し え ん

」 

① 保護司
ほ ご し

に障害
しょうがい

福祉
ふ く し

に関する
か ん す る

専門
せんもん

知識
ち し き

の研修
けんしゅう

を必須化
ひ っ す か

させ、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

部署
ぶ し ょ

と

定期的
ていきてき

に連絡
れんらく

・協議
きょうぎ

の場
ば

を義務付ける
ぎ む づ け る

 

② 自治体
じ ち た い

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

部署
ぶ し ょ

、相談
そうだん

支援
し え ん

センター等
など

がイニシアチブを取って
と っ て

、保護
ほ ご

観察中
かんさつちゅう

の知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

の相談
そうだん

支援
し え ん

、福祉的
ふくしてき

支援
し え ん

を積極的
せっきょくてき

に展開
てんかい

できる新しい
あたらしい

制度
せ い ど

とする。 

③ 仮釈放
かりしゃくほう

準備
じゅんび

調査
ちょうさ

における配慮
はいりょ

 

  地方
ち ほ う

更生
こうせい

保護
ほ ご

委員会
い いん かい

は、刑務所
け いむ しょ

からの仮釈放
かりしゃくほう

申請
しんせい

に先
さき

だって、保護
ほ ご

観察官
かんさつかん

に仮釈放
かりしゃくほう

準備
じゅんび

調査
ちょうさ

を行わせる
お こ な わ せ る

。知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

がこの調査
ちょうさ

の対象
たいしょう

となった場合
ば あ い

に、地域支援移行
ち い き し え ん い こ う

につなげる

ためのソーシャルワークの視点
し て ん

を取り込んだ
と り こ ん だ

調査
ちょうさ

や調整
ちょうせい

を保護
ほ ご

観察官
かんさつかん

がコーディネーター

として関係者
かんけいしゃ

と連携
れんけい

することが求められる
も と め ら れ る

。 
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第４
だ い ４

 刑務
け い む

所内
しょない

での福祉
ふ く し

支援
し え ん

を必要
ひつよう

としている高齢者
こうれいしゃ

で、手帳
てちょう

を所持
し ょ じ

していない者
もの

の

支援
し え ん

のケースが示す
し め す

問題点
もんだいてん

と課題
か だ い

 

１ 事案
じ あ ん

  

 高齢者
こうれいしゃ

（６６歳
６ ６ さ い

男性
だんせい

）・生活
せいかつ

保護
ほ ご

・糖 尿 病
とうにょうびょう

や心筋
しんきん

梗塞
こうそく

など持病
じびょう

あるケースである。同種
どうしゅ

前科
ぜ ん か

あり、前刑
ぜんけい

で服役後
ふ くえ きご

出所
しゅっしょ

したが、高齢
こうれい

と持病
じびょう

で就労先
しゅうろうさき

が無く
な く

、生活
せいかつ

保護
ほ ご

を受けながら
う け な が ら

空き缶
あ き か ん

拾い
ひ ろ い

をして生活
せいかつ

していたが、貧困
ひんこん

のため、換金
かんきん

目的
もくてき

で空き缶
あ き か ん

と銅線
どうせん

を窃盗
せっとう

し、実刑
じっけい

判決
はんけつ

となった。窃盗
せっとう

の原因
げんいん

は貧困
ひんこん

である。拘置
こ う ち

所内
しょない

でも刑務所
け いむ しょ

でも適切
てきせつ

な医療
いりょう

が受けられず
う け ら れ ず

、投薬
とうやく

や医師
い し

の診察
しんさつ

が

受けられなかった
う け ら れ な か っ た

。出所後
しゅっしょご

は、更生
こうせい

保護
ほ ご

施設
し せ つ

に入所
にゅうしょ

し、就労
しゅうろう

したが、服役中
ふくえきちゅう

に発病
はつびょう

したと

思われる
お も わ れ る

ガンで手術
しゅじゅつ

し、入退院
にゅうたいいん

を繰り返して
く り か え し て

いる。 

日本
に ほ ん

全国
ぜんこく

どこにでも同様
どうよう

のケースが多数
た す う

存在
そんざい

すると思われる
お も わ れ る

。 

２ 受刑者
じゅけいしゃ

が福祉的
ふくしてき

支援
し え ん

の権利
け ん り

から排除
はいじょ

されている実態
じったい

 

  収容先
しゅうようさき

での医療
いりょう

・介護
か い ご

の放置
ほ う ち

状態
じょうたい

、非人間的
ひにんげんてき

処遇
しょぐう

。 

 罪
つみ

を犯した
お か し た

障害者
しょうがいしゃ

については、拘置所
こ うち しょ

・刑務
け い む

所内
しょない

で、適切
てきせつ

な医療
いりょう

や介護
か い ご

を受ける
う け る

ことが困難
こんなん

な状 況
じょうきょう

にある。持病
じびょう

の治療
ちりょう

や検査
け ん さ

・投薬
とうやく

について、重篤
じゅうとく

な病 状
びょうじょう

の場合
ば あ い

には医療
いりょう

刑務所
け いむ しょ

で収容
しゅうよう

したり、外部
が い ぶ

の病院
びょういん

での治療
ちりょう

・検査
け ん さ

を受ける
う け る

こともあるが、多く
お お く

の場合
ば あ い

、放置
ほ う ち

されているのが

実態
じったい

で、長期間
ちょうきかん

の服役中
ふくえきちゅう

に持病
じびょう

が悪化
あ っ か

したり、刑務
け い む

作業
さぎょう

に支障
ししょう

を来す
き た す

ことが多い
お お い

。また、高齢
こうれい

や身体
しんたい

障害
しょうがい

の場合
ば あ い

、適切
てきせつ

な介護
か い ご

を受けられて
う け ら れ て

おらず、知的
ち て き

発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

も適切
てきせつ

な個別
こ べ つ

支援
し え ん

を

受けられて
う け ら れ て

いない実状
じつじょう

があり、障害
しょうがい

を悪化
あ っ か

させる原因
げんいん

にもなる。 

３ 評価
ひょうか

 

 そもそも「刑務
け い む

所内
しょない

で福祉
ふ く し

支援
し え ん

が受けられない
う け ら れ な い

」という前提
ぜんてい

、思い込み
お も い こ み

は疑問
ぎ も ん

である。 

 受刑者
じゅけいしゃ

であっても適切
てきせつ

な医療
いりょう

を受ける
う け る

べき人権
じんけん

が保障
ほしょう

されるべきなのは当然
とうぜん

である。 

 また、受刑者
じゅけいしゃ

の高齢化
こ うれ いか

、持病
じびょう

や障
しょう

がいを持つ
も つ

者
もの

の増加
ぞ う か

に伴い
ともない

、医療
いりょう

のみならず福祉的
ふ くし てき

介護
か い ご

も

必要
ひつよう

となる。現状
げんじょう

においては、拘置
こ う ち

所内
しょない

や刑務
け い む

所内
しょない

で病気
びょうき

が悪化
あ っ か

したり、精神
せいしん

疾患
しっかん

を新た
あ ら た

に

発症
はっしょう

する事例
じ れ い

のほか高齢者
こうれいしゃ

の認知症発症
にんちしょうはっしょう

などもあり、適切
てきせつ

な医療
いりょう

と介護
か い ご

、福祉的
ふ くし てき

支援
し え ん

の必要性
ひつようせい

が高まって
た か ま っ て

いる。 

 身体
しんたい

障害
しょうがい

を持つ
も つ

者
もの

や介護
か い ご

を要する
よ う す る

者
もの

については、補
ほ

装具
そ う ぐ

・日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
よ う ぐ

（点字器
て ん じ き

・杖
つえ

の一部
い ち ぶ

・

ストーマ装具
そ う ぐ

ほかさまざま）が利用
り よ う

できることは当然
とうぜん

であるが、それさえ現実
げんじつ

の運用上
うんようじょう

、保障
ほしょう

されていない。 
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 また、聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

、言語
げ ん ご

障害者
しょうがいしゃ

等
など

のためのコミュニケーション支援
し え ん

、視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

のための

点訳
てんやく

等
など

の情報
じょうほう

保障
ほしょう

、あらゆる障害
しょうがい

を持つ
も つ

受刑者
じゅけいしゃ

の相談
そうだん

支援
し え ん

、介護
か い ご

支援
し え ん

、就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

、移動
い ど う

支援
し え ん

等
など

が制度
せ い ど

として保障
ほしょう

されるべきである。 

 適切
てきせつ

な医療
いりょう

と介護
か い ご

を受け
う け

、福祉的
ふ くし てき

支援
し え ん

を受けながら
う け な が ら

健康
けんこう

に生きる
い き る

権利
け ん り

は、刑務所
け いむ しょ

の内外
ないがい

を

問わず
と わ ず

、人間
にんげん

として最低限
さいていげん

認められる
み と め ら れ る

べき権利
け ん り

であり、早急
さっきゅう

に整備
せ い び

すべきである。 

 出所後
しゅっしょご

に社会
しゃかい

復帰
ふ っ き

が円滑
えんかつ

に行なわれる
お こ な わ れ る

ためには、「出所
しゅっしょ

した後
あと

から始まる
は じ ま る

支援
し え ん

」では時機
じ き

を

失して
し っ し て

いる。出所前
しゅっしょまえ

に出所後
しゅっしょご

の支援
し え ん

体制
たいせい

が確立
かくりつ

していることが必要
ひつよう

であり、例えば
た と え ば

知的
ち て き

発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

が受刑
じゅけい

段階
だんかい

で障害
しょうがい

特性
とくせい

に応じた
お う じ た

適切
てきせつ

な支援
し え ん

を受けられず
う け ら れ ず

に過ごして
す ご し て

いれば、出所後
しゅっしょご

に

社会
しゃかい

参加
さ ん か

が円滑
えんかつ

に行なわれる
お こ な わ れ る

ことは容易
よ う い

でない。「障害
しょうがい

」とは社会
しゃかい

との関係性
かんけいせい

に本質
ほんしつ

があるこ

とを思い起こせば
お も い お こ せ ば

、受刑
じゅけい

段階
だんかい

から各自
か く じ

の障害
しょうがい

特性
とくせい

に応じた
お う じ た

福祉
ふ く し

支援
し え ん

が実行
じっこう

、実践
じっせん

されているこ

とが重要
じゅうよう

である。 

４ 新法
しんぽう

制定
せいてい

における必要
ひつよう

な課題
か だ い

 「受刑者
じゅけいしゃ

の福祉的
ふくしてき

支援
し え ん

、医療
いりょう

を受ける
う け る

権利
け ん り

の保障
ほしょう

」 

 障害
しょうがい

のある人
ひと

がいかなる環境
かんきょう

においても当然
とうぜん

受ける
う け る

必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受ける
う け る

権利
け ん り

と制度
せ い ど

を整備
せ い び

する必要
ひつよう

がある。 

 刑務
け い む

所内
しょない

での医療
いりょう

を受ける
う け る

権利
け ん り

、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

支援
し え ん

の保障
ほしょう

を新法
しんぽう

に書き切る
か き き る

。 

 自治体
じ ち た い

の障害
しょうがい

福祉
ふ く し

部署
ぶ し ょ

ケースワーカー、相談
そうだん

支援
し え ん

センター等
など

が刑務所
けいむしょ

を訪問
ほうもん

し、

相談
そうだん

業務
ぎょうむ

、勘案
かんあん

調査
ちょうさ

、判定
はんてい

業務
ぎょうむ

、支給
しきゅう

申請
しんせい

受付
うけつけ

、支給
しきゅう

決定書
けっていしょ

交付
こ う ふ

等
など

を行なう
お こ な う

ことを

義務的
ぎ む て き

業務
ぎょうむ

とする。 

第５
だ い ５

 全般
ぜんぱん

にわたって必要
ひつよう

な課題
か だ い

 「司法
し ほ う

と福祉
ふ く し

の連携
れんけい

」 

 上記
じょうき

事例
じ れ い

をはじめ、様々
さまざま

な現状
げんじょう

をもとに、「受刑者
じゅけいしゃ

に対する
た い す る

福祉的
ふくしてき

支援
し え ん

」全般
ぜんぱん

に

ついては、以下
い か

のような問題点
もんだいてん

と新法
しんぽう

に向けた
む け た

課題
か だ い

があげられる。 

１ 就労
しゅうろう

支援
し え ん

や受け入れ先
う け い れ さ き

確保
か く ほ

のための司法
し ほ う

から福祉
ふ く し

への引き継ぎ
ひ き つ ぎ

がないため、

再犯
さいはん

の原因
げんいん

となる 

 出所
しゅっしょ

しても福祉
ふ く し

につなげられず受け入れ先
う け い れ さ き

がないことや、出所
しゅっしょ

時
じ

の所持
し ょ じ

金
きん

が低い
ひ く い

（入所
にゅうしょ

期間
き か ん

が短い
みじかい

）ため出所後
しゅっしょご

すぐに再犯
さいはん

に及ぶ
お よ ぶ

可能性
か のう せい

が高い
た か い

事案
じ あ ん

が多い
お お い

ため、出所
しゅっしょ

に際して
さ い し て

就労先
しゅうろうさき

や受け入れ先
う け い れ さ き

の確保
か く ほ

が必要
ひつよう

である。更生
こうせい

保護
ほ ご

施設
し せ つ

等
など

のほか、市
し

の高齢
こうれい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

、

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

センターなどで今後
こ ん ご

の支援
し え ん

につき協議
きょうぎ

し地元
じ も と

の市町村
しちょうそん

、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

センターへ引き継ぐ
ひ き つ ぐ

ことが必要
ひつよう

である。 
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 また、出所
しゅっしょ

に際して
さ い し て

、障
しょう

がいの有無
う む

を証明
しょうめい

し、必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受ける
う け る

ため、手帳
てちょう

制度
せ い ど

が存続
そんぞく

するのであれば、障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

の所得
しょとく

・療育
りょういく

手帳
てちょう

の取得
しゅとく

なども行う
おこなう

べきである。障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

・

療育
りょういく

手帳
てちょう

を所持
し ょ じ

していないため、出所
しゅっしょ

してもすぐに福祉
ふ く し

サービスにつながらず、また、手帳
てちょう

が

ないと同様
どうよう

に生活
せいかつ

保護
ほ ご

も受けにくい
う け に く い

ことがある。このような生活
せいかつ

基盤
き ば ん

の未整備
み せ い び

が、貧困
ひんこん

や生活
せいかつ

の

不安定
ふ あん てい

を招き
ま ね き

、再犯
さいはん

（特
とく

に財産犯
ざいさんはん

の場合
ば あ い

の短期間
た んき かん

での再犯
さいはん

）を生む
う む

要因
よういん

となる。新法
しんぽう

において手帳
てちょう

制度
せ い ど

に代わる
か わ る

支援
し え ん

制度
せ い ど

が構築
こうちく

されるのであれば、同様
どうよう

の視点
し て ん

から、出所後
しゅっしょご

に「制度
せ い ど

の谷間
た に ま

」に

こぼれ落ちない
お ち な い

支援
し え ん

が保障
ほしょう

されるべきである。 

２ 刑事
け い じ

弁護
べ ん ご

活動
かつどう

（更生
こうせい

含む
ふ く む

）自体
じ た い

に限界
げんかい

があり、司法
し ほ う

と福祉
ふ く し

の連携
れんけい

がとれていない 

 弁護人
べ んご にん

を初め
は じ め

とする司法
し ほ う

関係者
かんけいしゃ

と、福祉
ふ く し

の関係者
かんけいしゃ

との連携
れんけい

が必要
ひつよう

となる。 

 刑事
け い じ

弁護
べ ん ご

のみでは限界
げんかい

がある一方
いっぽう

、現状
げんじょう

の制度上
せいどじょう

、受刑者
じゅけいしゃ

にとって、弁護人
べ んご にん

以外
い が い

に福祉
ふ く し

につ

なげるべき使命
し め い

を持つ
も つ

者
もの

はいないのであり、弁護人
べ んご にん

がその架け橋
か け は し

となり、福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

へ情報
じょうほう

を

提供
ていきょう

し、受け入れ先
う け い れ さ き

の整備
せ い び

を図る
は か る

べきである。 

 弁護士
べ ん ご し

は、日常
にちじょう

の刑事
け い じ

事件
じ け ん

の国選
こくせん

弁護
べ ん ご

などで、厳しい
き び し い

社会
しゃかい

で生活
せいかつ

再建
さいけん

ができず再犯
さいはん

を

繰り返す
く り か え す

障害
しょうがい

等
など

をもつ被告人
ひ こく にん

などの刑事
け い じ

弁護
べ ん ご

に関わって
か か わ っ て

いる。特
とく

に被告人
ひ こく にん

に 障
しょう

がいがある

場合
ば あ い

、情 状
じょうじょう

弁護
べ ん ご

において、更生
こうせい

にむけてのビジョンを弁護人
べ んご にん

がどれだけ示せる
し め せ る

かが重要
じゅうよう

であ

る。弁護士
べ ん ご し

は、犯罪
はんざい

や非行
ひ こ う

をした人
ひと

の更生
こうせい

保護
ほ ご

制度
せ い ど

の実情
じつじょう

や経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

が困難
こんなん

な被告人
ひ こく にん

への

生活
せいかつ

支援
し え ん

の必要性
ひつようせい

について認識
にんしき

を深め
ふ か め

、被告人
ひ こく にん

の更生
こうせい

に向けた
む け た

効果的
こ うか てき

な刑事
け い じ

弁護
べ ん ご

を行う
おこなう

必要
ひつよう

が

ある。弁護士
べ ん ご し

が福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

へ本人
ほんにん

の生活
せいかつ

状 況
じょうきょう

を引き継いだり
ひ き つ い だ り

、判決後
は んけ つご

や出所後
しゅっしょご

に障害
しょうがい

をもつ

被告人
ひ こく にん

のためにケース会議
か い ぎ

を行う
おこなう

際
さい

には弁護士
べ ん ご し

も出席
しゅっせき

するなど、司法
し ほ う

と福祉
ふ く し

の連携
れんけい

を図る
は か る

べき

であるが、実際
じっさい

には、刑事
け い じ

裁判
さいばん

が終 了
しゅうりょう

した時点
じ て ん

で弁護士
べ ん ご し

との関わり
か か わ り

は終結
しゅうけつ

してしまい、必要
ひつよう

な情報
じょうほう

が福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

へ引き継げて
ひ き つ げ て

おらず、適切
てきせつ

な福祉
ふ く し

が受けられて
う け ら れ て

いないという問題
もんだい

がある。 

３ 新法
しんぽう

制定
せいてい

における必要
ひつよう

な課題
か だ い

  

① 刑事
け い じ

弁護人
べんごにん

、検察官
けんさつかん

、刑事裁
けいじさい

判官
ばんかん

に障害
しょうがい

福祉
ふ く し

支援
し え ん

に関する
か ん す る

研修
けんしゅう

等
など

を必須化
ひ っ す か

す

るべきである。 

② 刑事
け い じ

訴訟法
そしょうほう

の中
なか

にも、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

に対する
た い す る

福祉
ふ く し

支援
し え ん

の保障
ほしょう

条項
じょうこう

を設ける
も う け る

。 

 国
くに

は、帰住先
きじゅうさき

がなく出所
しゅっしょ

する障害者
しょうがいしゃ

がある受刑者
じゅけいしゃ

について、出所前
しゅっしょまえ

から福祉
ふ く し

事務所
じ む し ょ

、福祉
ふ く し

施設
し せ つ

、医療
いりょう

機関
き か ん

との調整
ちょうせい

を行い
おこない

、経済的
けいざいてき

自立
じ り つ

が困難
こんなん

な受刑者
じゅけいしゃ

の出所後
しゅっしょご

の住居
じゅうきょ

や医療
いりょう

や福祉
ふ く し

支援
し え ん

の確保
か く ほ

、生活
せいかつ

保護
ほ ご

受給
じゅきゅう

につながるような社会
しゃかい

復帰
ふ っ き

支援
し え ん

の仕組み
し く み

や体制
たいせい

を作る
つ く る

べきであり、障害
しょうがい

者
しゃ

基本法
き ほん ほう

があらゆる分野
ぶ ん や

に適用
てきよう

される通則
つうそく

であることを指摘
し て き

するまでもなく、それらの事項
じ こ う

は
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総合
そうごう

福祉法
ふ くし ほう

のみならず、刑事
け い じ

訴訟法
そしょうほう

にも法定
ほうてい

されるべきである。 

③ 司法
し ほ う

と福祉
ふ く し

の連携
れんけい

の必要性
ひつようせい

を新法
しんぽう

に明記
め い き

する。 

 連携
れんけい

のためには、両者
りょうしゃ

をつなぎ、コーディネートする役割
やくわり

を果たす
は た す

社会
しゃかい

生活
せいかつ

支援
し え ん

センター等
など

の法
ほう

制度化
せ い ど か

が求められる
も と め ら れ る

。 

第６
だ い ６

 就労
しゅうろう

支援先
しえんさき

及び
お よ び

受け入れ先
う け い れ さ き

の確保
か く ほ

について 

 障害
しょうがい

を持った
も っ た

受刑者
じゅけいしゃ

の出所後
しゅっしょご

の就労率
しゅうろうりつ

は低く
ひ く く

、ハローワーク・情報誌
じょうほうし

・知人
ち じ ん

の紹介
しょうかい

が端緒
たんしょ

に

なる者
もの

は少なく
す く な く

、協 力
きょうりょく

雇用
こ よ う

主
ぬし

への紹介
しょうかい

が多い
お お い

ため、かかる協 力
きょうりょく

雇用
こ よ う

主
ぬし

を見つけ
み つ け

、受け入れ先
う け い れ さ き

をみつけるために、福祉
ふ く し

との連携
れんけい

が必要
ひつよう

となる。帰住先
きじゅうさき

の受け入れ
う け い れ

を確保
か く ほ

するためには、刑
けい

満了後
まんりょうご

の出所
しゅっしょ

に際し
さ い し

、市
し

の高齢
こうれい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

担当
たんとう

、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

センターなど

で今後
こ ん ご

の支援
し え ん

について協議
きょうぎ

し、地元
じ も と

の市町村
しちょうそん

、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

センターなどへも引き継ぐ
ひ き つ ぐ

ことが必要
ひつよう

である。 

第７
だ い ７

 最後
さ い ご

に 

 現状
げんじょう

において、更生
こうせい

保護
ほ ご

施設
し せ つ

が知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

を受け入れて
う け い れ て

はいるものの、受け入れた
う け い れ た

障害者
しょうがいしゃ

を

福祉
ふ く し

とつなげることなく更生
こうせい

保護
ほ ご

施設
し せ つ

から退所
たいしょ

させているのが現状
げんじょう

である。障害者
しょうがいしゃ

を自立
じ り つ

さ

せ地域
ち い き

生活
せいかつ

を実現
じつげん

させていくことが重要
じゅうよう

である。 

 現在
げんざい

、刑務所
け いむ しょ

に多く
お お く

の心身
しんしん

に障
しょう

がいのある受刑者
じゅけいしゃ

が収容
しゅうよう

されているが、かかる受刑者
じゅけいしゃ

が

出所後
しゅっしょご

円滑
えんかつ

に社会
しゃかい

復帰
ふ っ き

していくためには、本人
ほんにん

の生活
せいかつ

再建
さいけん

に向けた
む け た

社会的
しゃかいてき

援助
えんじょ

という視点
し て ん

から、

刑務所
け いむ しょ

における処遇
しょぐう

と仮釈放後
かりしゃくほうご

の保護
ほ ご

観察
かんさつ

における処遇
しょぐう

過程
か て い

を重視
じゅうし

し、出所前
しゅっしょまえ

の生活
せいかつ

環境
かんきょう

調整
ちょうせい

がおこなわれる新しい
あ たら しい

しくみつくりが求められる
も と め ら れ る

。 

 現在
げんざい

、罪
つみ

を犯した
お か し た

障害者
しょうがいしゃ

の地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

に向けて
む け て

都道府県
と ど う ふ け ん

単位
た ん い

で「地域
ち い き

生活
せいかつ

定着
ていちゃく

支援
し え ん

セン

ター」事業
じぎょう

が行なわれつつ
お こ な わ れ つ つ

あるところ、法務
ほ う む

・厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

共同
きょうどう

で、法
ほう

制度
せ い ど

として、相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎょう

・コーディネート事業
じぎょう

・更生
こうせい

保護
ほ ご

事業
じぎょう

・社会
しゃかい

福祉
ふ く し

事業
じぎょう

、就労
しゅうろう

移行
い こ う

支援
し え ん

事業
じぎょう

等
など

を統合
とうごう

した

総合的
そうごうてき

社会
しゃかい

支援
し え ん

センターとしてさらに発展
はってん

することが期待
き た い

される。 

以上
いじょう

 

 


