
149 

 

「利用者
り よ う し ゃ

負担
ふ た ん

」部会
ぶ か い

作業
さ ぎ ょ う

チーム
ち ー む

報告書
ほ う こ く し ょ

 

 

はじめに－検討
けんと う

の範囲
は ん い

と検討
けんと う

視点
し て ん

 

利用者
り よ う し ゃ

負担
ふ た ん

チームでは、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

福祉法
ふ く し ほ う

（仮称
かしょ う

）における利用者
り よ う し ゃ

負担
ふ た ん

のあり方
かた

を検討
けんとう

した。その際
さい

、

検討
けんとう

の前提
ぜんてい

として、障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
し え ん ほ う

（以下
い か

、自立
じ り つ

支援法
し え ん ほ う

）における応益
おうえき

負担
ふ た ん

とその負担
ふ た ん

軽
けい

減
げん

策
さ く

の

評価
ひょうか

、また実費
じ っ ぴ

負担
ふ た ん

の現状
げんじょう

とその軽減
けいげん

策
さ く

の検討
けんとう

をおこなった。 

そのうえで、障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

福祉法
ふ く し ほ う

（仮称
かしょ う

）における利用者
り よ う し ゃ

負担
ふ た ん

の基本的
き ほ ん て き

な考
かんが

え方
かた

の結論
けつろん

を得
え

た。 

 

結論
けつろん

とその説明
せつめい

 

1．応益
おうえき

負担
ふ た ん

の問題点
もんだいてん

 

（1）結論
けつろん

 

福祉
ふ く し

や医療
いりょ う

、コミュニケーション、雇用
こ よ う

等
と う

の支援
し え ん

は、障害
しょうがい

のある人
ひと

が人
ひと

として生
い

きるうえでの必要
ひつよう

最低限
さいていげん

の保障
ほしょ う

である。自立
じ り つ

支援法
し え ん ほ う

は、それを一般的
いっぱんてき

な消費
し ょ うひ

行為
こ う い

としてのサービスと同列
どうれつ

に扱
あつか

い利益
り え き

と

したことに問題
もんだい

があった。そのため、たとえ 1割
わり

であっても、その負担
ふ た ん

を本人
ほんにん

ならびに配偶者
はいぐうしゃ

を含
ふく

む他
た

の

家族
か ぞ く

に課
か

すべきではない。 

 

（2）説明
せつめい

 

同年代
どうねんだい

の他
た

の者
もの

（以下
い か

、障害
しょうがい

のない人
ひと

）は、食事
し ょ く じ

・排泄
はいせつ

・移動
い ど う

・コミュニケーションなど人
ひと

として生
い

きるた

めの基礎的
き そ て き

な生活
せいかつ

行為
こ う い

を自
みずか

らの意思
い し

でおこなえるが、身体
しんたい

もしくは精神面
せいしんめん

での機能
き の う

の障害
しょうがい

のある人
ひと

た

ちは、そうした生活
せいかつ

行為
こ う い

が困難
こんなん

になる。しかもその障害
しょうがい

と困難
こんなん

は、自
みずか

ら望
のぞ

んで負
お

ったわけではない。にも

かかわらず、障害
しょうがい

のない人
ひと

と同等
ど う と う

に生
い

きるために必要
ひつよう

な基礎的
き そ て き

な生活
せいかつ

行為
こ う い

の支援
し え ん

を利益
り え き

とし、障害
しょうがい

の

ある人
ひと

に負担
ふ た ん

を課
か

すことは、障害
しょうがい

のない人
ひと

との間
あいだ

に新
あら

たな格差
か く さ

と差別
さ べ つ

を生
う

むことになる。そのため、

障害
しょうがい

によって生
しょう

じる社会
しゃかい

生活上
せいかつじょう

の困難
こんなん

を軽減
けいげん

する支援
し え ん

は、社会
しゃかい

が責任
せきにん

を担
にな

うべきである。 

また厚労省
こうろうしょう

の作成
さくせい

した資料
し り ょ う

によると、障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス利用者
り よ う し ゃ

のうち、非課税
ひ か ぜ い

世帯
せ た い

と生活
せいかつ

保護
ほ ご

世帯
せ た い

が 86.3％を占
し

めており、ほぼ 9割
わり

に近
ちか

い障害
しょうがい

のある人
ひと

たちは、低
ひ く

い所得
し ょ と く

水準
すいじゅん

にあることが判明
はんめい

した。

自立
じ り つ

支援法
し え ん ほ う

の実施
じ っ し

直後
ち ょ く ご

に生
しょう

じた利用者
り よ う し ゃ

の負担
ふ た ん

の増
ぞう

大
だい

や利用
り よ う

控
びか

えなどの問題
もんだい

の要因
よういん

は、応益
おうえき

負担
ふ た ん

とと
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もに所得
し ょ と く

水準
すいじゅん

の実態
じったい

把握
は あ く

が不十分
ふじゅうぶん

であったことにあるといえる（厚労省
こうろうしょう

作成
さくせい

「障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの

利用者数
り よ う し ゃ す う

、構成比
こ う せ い ひ

」における 2008年 7月時点の人数）。 

なお「ある程度
て い ど

の負担
ふ た ん

があった方
ほう

が、遠慮
えんりょ

せずに支援
し え ん

を求
も と

めやすい」という意見
い け ん

もあるが、それはそも

そも支援
し え ん

に対
たい

する報酬
ほうしゅう

（公費
こ う ひ

）が抑えられたことが背景
はいけい

にあり、必要
ひつよう

十分
じゅうぶん

な支給量
しきゅうりょう

や報酬
ほうしゅう

が得
え

られれば、

「支援
し え ん

をお願
ねが

いしている」という遠慮
えんりょ

は解消
かいしょう

される。 

 

2．負担
ふ た ん

軽減
けいげん

策
さ く

の効果
こ う か

と問題点
もんだいてん

 

（1）結論
けつろん

 

自立
じ り つ

支援法
し え ん ほ う

は、所得
し ょ と く

の低
ひ く

い人
ひと

（世帯
せ た い

）に対
たい

する負担
ふ た ん

軽減
けいげん

策
さ く

として、法
ほう

の実施
じ っ し

時
じ

に介護
か い ご

保険
ほ け ん

と同様
どうよう

の

所得
し ょ と く

階層
かいそう

別
べつ

の月額
げつがく

負担
ふ た ん

上限
じょうげん

を設
も う

けたが、そもそも多
おお

くの障害
しょうがい

のある人
ひと

の所得
し ょ と く

水準
すいじゅん

が低
ひ く

いため、まった

く軽減
けいげん

策
さ く

としての効果
こ う か

がなかった。その後
ご

政府
せ い ふ

は、法
ほう

実施
じ っ し

の翌年
よくねん

の 2007年度
ね ん ど

に特別
とくべつ

対策
たいさ く

を実施
じ っ し

し、

2008年度
ね ん ど

に緊急
きんきゅう

措置
そ ち

を実施
じ っ し

し、2009年度
ね ん ど

には緊急
きんきゅう

措置
そ ち

を見直
み な お

した。毎年度
ま い ねん ど

、制度
せ い ど

が見直
み な お

されるという

前例
ぜんれい

のない事態
じ た い

が続
つづ

いた要因
よういん

は、厚労省
こうろうしょう

が制度
せ い ど

による影響
えいきょう

や実態
じったい

を十分
じゅうぶん

把握
は あ く

することなく、応益
おうえき

負担
ふ た ん

の根本的
こんぽんてき

欠陥
けっかん

にメスを入
い

れずに部分的
ぶぶんて き

な修
しゅう

復
ふく

にとどめたからであった。 

 

（2）説明
せつめい

 

厚労省
こうろうしょう

の作成
さくせい

した資料
し り ょ う

によると、自立
じ り つ

支援法
し え ん ほ う

実施
じ っ し

の 2006年度
ね ん ど

の段階
だんかい

では、在宅者
ざいたくしゃ

のうち 52.2％の人
ひと

が課税
か ぜ い

世帯
せ た い

とされ、生
しょう

じた応益
おうえき

負担
ふ た ん

の全額
ぜんがく

の負担
ふ た ん

を課
か

せられた。この改善
かいぜん

を目的
も くてき

に実施
じ っ し

された特別
とくべつ

対策
たいさ く

及
およ

び緊
きん

急措置
き ゅ う そ ち

による負担
ふ た ん

軽減者
けいげんしゃ

（負担
ふ た ん

を減
へ

らす方策
ほ う さ く

）の状況
じょうきょう

を明
あき

らかにするために、厚労省
こうろうしょう

に

資料
し り ょ う

を請求
せいきゅう

したところ、それら負担
ふ た ん

軽減
けいげん

策
さ く

の対象者数
たいしょうしゃすう

を抽
ちゅう

出
しゅつ

することはできないとのことだった。また

過去
か こ

においても把握
は あ く

した経過
け い か

はないとの回答
かいとう

だった。つまり厚労省
こうろうしょう

は、特別
とくべつ

対策
たいさ く

も緊
きん

急措置
き ゅ う そ ち

のいずれも、

実態
じったい

把握
は あ く

や効果
こ う か

予測
よ そ く

をたてないまま実施
じ っ し

してきたということである。 

そのため利用者
り よ う し ゃ

負担
ふ た ん

作業
さぎ ょ う

チームでは、東京
とうきょう

都内
と な い

区
く

市町村
しちょうそん

の実態
じったい

をもとに、負担
ふ た ん

軽減
けいげん

策
さ く

の問題点
もんだいてん

を

検討
けんとう

した。自立
じ り つ

支援法
し え ん ほ う

の実施
じ っ し

段階
だんかい

では、約
やく

60％以上
いじょ う

の人
ひと

が課税
か ぜ い

世帯
せ た い

とされ生
しょう

じた応益
おうえき

負担
ふ た ん

の全額
ぜんがく

の

負担
ふ た ん

を強
し

いられた人は少
す く

なくなかった。その要因
よういん

は、収入
しゅうにゅう

認定
にんてい

の対象
たいしょう

に同居
どうきょ

世帯
せ た い

の収入
しゅうにゅう

・資産
し さ ん

が含
ふく

ま

れたためであった。また特別
とくべつ

対策
たいさ く

では、課税
か ぜ い

世帯
せ た い

で負担
ふ た ん

上限
じょうげん

額
がく

37,200円
えん

の世帯
せ た い

が 38％残
のこ

っていたが、
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緊急
きんきゅう

措置
そ ち

によって 15％になり、資産
し さ ん

要件
ようけん

調査
ち ょ う さ

を撤
てっ

廃
ぱい

した緊急
きんきゅう

措置
そ ち

の見直
み な お

しによって 8.5％まで減少
げんしょう

した。

それに対
たい

して、非課税
ひ か ぜ い

世帯
せ た い

の負担
ふ た ん

軽減
けいげん

策
さ く

対象者
たいしょうしゃ

は、特別
とくべつ

対策
たいさ く

で 19.1％、緊急
きんきゅう

措置
そ ち

で 49.1％、緊急
きんきゅう

措置
そ ち

の見直
み な お

しで 56.6％と増加
ぞ う か

した。このように負担
ふ た ん

軽減
けいげん

策
さ く

の効果
こ う か

は、収入
しゅうにゅう

認定
にんてい

ならびに資産
し さ ん

要件
ようけん

の基準
きじゅん

の

見直
み な お

し（同居
どうきょ

家族
か ぞ く

の除
じ ょ

外
がい

）によってその対象
たいしょう

が増
ふ

えた。一方
いっぽう

、グループホーム・ケアホーム入居者
にゅうきょしゃ

は、

個別
こ べ つ

減免
げんめん

が優先
ゆうせん

され、負担
ふ た ん

軽減
けいげん

策
さ く

の対象
たいしょう

外
がい

とされたため、在宅者
ざいたくしゃ

との間
あいだ

で負担
ふ た ん

の格差
か く さ

が生
しょう

じた。 

2010年
ねん

4月
がつ

から自立
じ り つ

支援
し え ん

給付
きゅうふ

については、非課税
ひ か ぜ い

世帯
せ た い

の負担
ふ た ん

上限
じょうげん

額
がく

はゼロ円
えん

となったため、非課税
ひ か ぜ い

世帯
せ た い

の負担
ふ た ん

は大幅
おおはば

に軽減
けいげん

された。しかし課税
か ぜ い

世帯
せ た い

でも、月額
げつがく

上限
じょうげん

37,200円
えん

の負担
ふ た ん

能力
のうりょく

を有
ゆう

する人
ひと

ばか

りではなく、また自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょ う

や補
ほ

装具
そ う ぐ

には適用
てきよう

されなかったため、応益
おうえき

負担
ふ た ん

の問題
もんだい

は改善
かいぜん

されなかっ

た。さらに、地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎ ょ う

には非課税
ひ か ぜ い

世帯
せ た い

でありながら、利用料
り よ う り ょ う

負担
ふ た ん

が課
か

せられている現状
げんじょう

が残
のこ

さ

れたため、今
いま

も自立
じ り つ

支援
し え ん

給付
きゅうふ

と地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

事業
じぎ ょ う

において、負担
ふ た ん

の相当
そ う と う

な格差
か く さ

が生
しょう

じている。 

 

●厚労省
こうろうしょう

「障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
し え ん ほ う

の実施
じ っ し

状況
じょうきょう

について」より（2006年
ねん

10月
がつ

23日
にち

） 

所得階層 月額負担上限 
厚労省調査(101市町村)2006年 6月 

在宅 グループホーム 

課税世帯 37,200円 52.2％ 7.7％ 

低所得 2 24,600円 22.0％ 42.1％ 

低所得 1 15,000円 12.3％ 30.6％ 

生活保護 0円 13.5％ 19.6％ 

 

●厚労省
こうろうしょう

作成
さくせい

「障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスの利用者数
り よ う し ゃ す う

、構成比
こ う せ い ひ

」より（障害児
しょ うがいじ

を除
のぞ

く） 

所得階層 

「特別対策」 「緊急措置」 「緊急措置」見直し 

負担上限 
2007年 11月 

負担上限 
2008年 7月 2009年 7月 

人数（％） 人数（％） 人数（％） 

課税世帯 

37,200円 39,796（8.9） 37,200円 13,616（2.0） 10,276（2.0） 

9,300円 97,569（21.8） 
9,300円 

51,586（10.9） 59,315（11.5） 
4,600円 

低所得 2 

24,600円 

266,761（59.5） 

※ 

24,600円 

361,780（76.2） 

※ 

393,458（75.9） 

※ 

6,150円 3,000円 

3,750円 1,500円 

低所得 1 
15,000円 15,000円 

3,750円 1,500円 

生活保護 0円 43,765（9.8） 0円 47,905（10.1） 54,839（10.6） 

合   計 447,891（100）  474,887(100) 517,888(100) 

※ 低所得者
ていしょと く しゃ

の実数
じっすう

は把握
は あ く

していたが、負担
ふ た ん

上限
じょうげん

額
がく

ごとの実数
じっすう

は未把握
み は あ く

だった。 
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●東
と う

京都区
き ょ う と く

市町村
しちょうそん

における所得
し ょ と く

階層
かいそう

別
べつ

負担
ふ た ん

上限
じょうげん

額
がく

の状況
じょうきょう

 

所得 

階層 

「特別対策」 「緊急措置」 
「緊急措置」 

見直し 

負担上限 
2008年 4月 

負担上限 
2008年 7月 2009年 4月 2009年 7月 

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 

課税 

世帯 

37,200円 9,578 38.0 37,200円 3,793 15.1 4,143 12.8 2,813 8.5 

9,300円 4,923 19.5 
9,300円 748 

10.5 
1,017 

10.8 
1,498 

25.3 
4,600円 1,896 2,518 3,586 

低所 

得 2 

24,600円 1,582 6.3 24,600円 1,927 7.7 2,570 7.9 739 2.2 

6,150円 1,962 
14.4 

3,000円 3,775 
35.5 

4,414 
34.9 

5,513 
40.9 

3,750円 1,654 1,500円 5,176 6,922 8,059 

低所 

得 1 

15,000円 487 1.9 15,000円 475 1.9 903 2.8 280 0.8 

3,750円 1,197 4.7 1,500円 3,415 13.6 4,661 14.4 5,231 15.7 

生保 0円 3,825 15.2 0円 3,961 15.7 5,318 16.4 5,514 16.6 

合   計 25,208 100.0  25,166 100.0 32,466 100.0 33,233 100.0 

 

3．食費
し ょ く ひ

、高熱水費
こ うねつすいひ

、送迎
そうげい

利用料
り よ う り ょ う

等
と う

の実費
じ っ ぴ

負担
ふ た ん

のあり方
かた

と問題点
もんだいてん

 

（1）結論
けつろん

 

障害
しょうがい

がある人の健康
けんこう

で文化的
ぶんかて き

な生活
せいかつ

を保障
ほしょ う

する支援
し え ん

は、障害
しょうがい

のない人
ひと

と同等
ど う と う

の立場
た ち ば

・権利
け ん り

を保障
ほしょ う

す

るという観点
かんてん

から、無料
むりょ う

とすべきだが、食材費
し ょく ざいひ

や高熱水費
こ うねつすいひ

など誰
だれ

もが支払
し は ら

う費用
ひ よ う

は負担
ふ た ん

をすべきである。

ただし、それを負担
ふ た ん

するために十分
じゅうぶん

な所得
し ょ と く

保障
ほしょ う

が必要
ひつよう

となる。また、実費
じ っ ぴ

負担
ふ た ん

を課
か

す場合
ば あ い

、それが適切
てきせつ

な負担
ふ た ん

であるか否
いな

かを制度的
せ い ど て き

に規制
き せ い

することが求
も と

められる。 

 

（2）説明
せつめい

 

まず自立
じ り つ

支援法
し え ん ほ う

実施
じ っ し

当時
と う じ

、給食
きゅうしょく

の食材費
し ょく ざいひ

だけでなく人件費
じ ん け ん ひ

を含
ふく

めて大幅
おおはば

な削減
さくげん

が実施
じ っ し

されたため、

通所
つうし ょ

施設
し せ つ

等
と う

では多額
た が く

の利用者
り よ う し ゃ

負担
ふ た ん

が生
しょう

じた。食
しょく

材費
ざ い ひ

は、障害
しょうがい

のない人
ひと

と同等
ど う と う

の立場
た ち ば

・権利
け ん り

の保障
ほしょ う

とい

う観点
かんてん

から利用者
り よ う し ゃ

負担
ふ た ん

とすることは妥当
だ と う

と考
かんが

えるが、前述
ぜんじゅつ

したように、それに相当
そ う と う

する所得
し ょ と く

保障
ほしょ う

が求
も と

め

られる。また、とくに障害
しょうがい

が重
おも

く、咀嚼
そしゃく

・嚥下
え ん げ

能力
のうりょく

等
と う

が 著
いちじる

しく困難
こんなん

である場合
ば あ い

、再調理
さいちょ うり

に必要
ひつよう

な人件費
じ ん け ん ひ

や特別
とくべつ

な原料
げんりょう

（とろみ剤
ざい

など）を必要
ひつよう

とする場合
ば あ い

があるが、これは、障害
しょうがい

に伴
ともな

う必要
ひつよう

な支援
し え ん

として、

利用者
り よ う し ゃ

負担
ふ た ん

とせず公的
こうてき

に支援
し え ん

すべきである。 

実費
じ っ ぴ

負担
ふ た ん

では、欠席
けっせき

した場合
ば あ い

のキャンセル料
りょう

が問題
もんだい

となった。給
きゅう

食費
し ょ く ひ

のキャンセル料
りょう

を課
か

している

事業所
じ ぎょ う し ょ

は多
おお

くあり、しかも食材費
し ょく ざいひ

だけでなく人
じん

件費
け ん ひ

も含
ふく

めたキャンセル料
りょう

を徴収
ちょうしゅう

している事
じ

業者
ぎょうしゃ

が存
そん

在
ざい
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した。またインスタントラーメンのお湯代
ゆ だ い

を徴収
ちょうしゅう

している事
じ

業者
ぎょうしゃ

もあった。こうした負担
ふ た ん

のあり方
かた

について、

適切
てきせつ

な基準
きじゅん

を設
も う

ける必要
ひつよう

がある。さらに送迎
そうげい

利用料
り よ う り ょ う

の徴収
ちょうしゅう

については、合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の考
かんが

え方
かた

から

送迎
そうげい

は障害
しょうがい

に伴
ともな

う支援
し え ん

であり、利用料
り よ う り ょ う

を徴収
ちょうしゅう

すべきではなく、むしろ公的
こうてき

に支援
し え ん

すべきである。送迎
そうげい

利用料
り よ う り ょ う

のキャンセル料
りょう

を徴収
ちょうしゅう

している事
じ

業者
ぎょうしゃ

がいるが、これは論外
ろんがい

である。 

グループホーム、ケアホームの食費
し ょ く ひ

・光
こ う

熱水費
ねつすいひ

の利用者
り よ う し ゃ

負担
ふ た ん

は必要
ひつよう

となると思
おも

われるが、家賃
や ち ん

負担
ふ た ん

に加
くわ

え、応益
おうえき

負担
ふ た ん

が生
しょう

じてしまうことで、一般
いっぱん

就労者
しゅうろうしゃ

や失業
しつぎょう

直後
ち ょ く ご

の人
ひと

などで入居
にゅうきょ

が必要
ひつよう

な人
ひと

が利用
り よ う

しに

くい問題
もんだい

が生
しょう

じた。グループホーム・ケアホーム等
と う

の応益
おうえき

負担
ふ た ん

もあってはならないが、実費
じ っ ぴ

負担
ふ た ん

の軽減
けいげん

策
さ く

や本人
ほんにん

に対
たい

する所得
し ょ と く

保障
ほしょ う

の充実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

である。 

なおガイドヘルパー利用
り よ う

の際
さい

、ヘルパーの入場料
にゅうじょうりょう

や交通費
こ う つ う ひ

などの経費
け い ひ

を利用者
り よ う し ゃ

本人
ほんにん

が負担
ふ た ん

してい

るが、これについても障害
しょうがい

に伴
ともな

う必要
ひつよう

な支援
し え ん

として公的
こうてき

に保障
ほしょ う

されるべきである。 

 

４．自立
じ り つ

支援法
し え ん ほ う

ならびに応益
おうえき

負担
ふ た ん

廃止後
は い し ご

の負担
ふ た ん

のあり方
かた

 

（1）結論
けつろん

 

障害
しょうがい

に伴
ともな

う必要
ひつよう

な支援
し え ん

は無料
むりょ う

とすべきである。その際
さい

、障害
しょうがい

に伴
ともな

う必要
ひつよう

な支援
し え ん

とは、主
おも

に以下
い か

の 6

つの分野
ぶ ん や

に整理
せ い り

することができる。 

①相談
そうだん

や制度
せ い ど

利用
り よ う

のための支援
し え ん

 

②コミュニケーションのための支援
し え ん

 

③日常
にちじょう

生活
せいかつ

を送
お く

るための支援
し え ん

や補
ほ

装具
そ う ぐ

の支給
しきゅう

 

④社会
しゃかい

生活
せいかつ

・活動
かつどう

を送
お く

るための支援
し え ん

（アクセス・移動
い ど う

支援
し え ん

を含
ふく

む） 

⑤労働
ろう どう

・雇用
こ よ う

の支援
し え ん

 

⑥医療
いりょ う

・リハビリテーションの支援
し え ん

 

 

（2）説明
せつめい

 

障害
しょうがい

は自
みずか

ら望
のぞ

んで負
お

ったわけではなく、障害
しょうがい

に伴
ともな

って生
しょう

じる困難
こんなん

を軽減
けいげん

する支援
し え ん

は、社会
しゃかい

が責任
せきにん

を

担
にな

うべきである。また障害
しょうがい

のない人
ひと

と同等
ど う と う

の立場
た ち ば

・権利
け ん り

を保障
ほしょ う

する観点
かんてん

からも、「障害
しょうがい

があるために負担
ふ た ん

が生
しょう

じる」ということはあってはならない。こうした考
かんが

え方
かた

から、前述
ぜんじゅつ

の障害
しょうがい

に伴
ともな

う必要
ひつよう

な支援
し え ん

について、
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具体的
ぐ た い て き

に説明
せつめい

する。 

①の相談
そうだん

や制度
せ い ど

利用
り よ う

のための支援
し え ん

には、自
みずか

らの希望
き ぼ う

と最適
さいてき

な選択
せんたく

を尊重
そんちょう

するために障害
しょうがい

に配慮
はいりょ

し

た相談
そうだん

支援
し え ん

は、公的
こうてき

な支援
し え ん

とし無料
むりょ う

とすべきである。 

②のコミュニケーションには手話
し ゅ わ

、点字
て ん じ

、指
ゆび

点字
て ん じ

等
と う

が含
ふく

まれることは、もちろんだが、自閉症
じへいしょ う

等
と う

の人
ひと

の

良好
りょうこう

なコミュニケーションに必要
ひつよう

なイヤーマフや会話
か い わ

補助用
ほ じ ょ よ う

機器
き き

(パソコンや携帯
けいたい

電話
で ん わ

などの電子
で ん し

機器
き き

を

利用
り よ う

したコミュニケーション機器
き き

)なども、日常
にちじょう

生活用
せいかつよう

具
ぐ

に含
ふく

め、無料
むりょ う

とすべきである。 

③の日常
にちじょう

生活
せいかつ

を送
お く

るための支援
し え ん

では、食事
し ょ く じ

の再調
さいちょう

理
り

のためのとろみ剤
ざい

や栄養
えいよう

ゼリー、特殊
と く し ゅ

ミキサー

等
と う

加工
か こ う

設備
せ つ び

、再調理
さいちょ うり

の人件費
じ ん け ん ひ

、特別
とくべつ

な食器
し ょっき

・器具
き ぐ

など、また紙
かみ

おむつ・尿
にょう

パットなどの排泄
はいせつ

介助
かいじょ

に必要
ひつよう

な消耗
しょうもう

品等
ひんなど

は、日常
にちじょう

生活用
せいかつよう

具
ぐ

に含
ふく

め、無料
むりょ う

とすべきである。また、身体
しんたい

機能
き の う

の障害
しょうがい

を軽減
けいげん

するための

義肢
ぎ し

・補
ほ

装具
そ う ぐ

や、障害
しょうがい

に配慮
はいりょ

した住宅
じゅうたく

改修
かいしゅう

工事
こ う じ

等
と う

についても公的
こうてき

な支援
し え ん

とし、無料
むりょ う

とすべきである。 

④社会
しゃかい

生活
せいかつ

・活動
かつどう

を送
お く

るための支援
し え ん

では、とくに移動
い ど う

支援
し え ん

に係
かかわ

る支援者
し え ん し ゃ

の交通費
こ う つ う ひ

・入場料
にゅうじょうりょう

等
と う

を公的
こうてき

に支援
し え ん

すべきである。 

⑤労働
ろう どう

・雇用
こ よ う

に就
つ

くために必要
ひつよう

な合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

としての環境
かんきょう

整備
せ い び

や人的
じんてき

支援
し え ん

、また障害
しょうがい

に伴
ともな

う必要
ひつよう

な

移動
い ど う

支援
し え ん

は無料
むりょ う

とすべきである。 

⑥医療
いりょ う

・リハビリテーションの支援
し え ん

では、障害
しょうがい

認定
にんてい

・年金
ねんきん

申請
しんせい

のための診断書
しんだんしょ

作成
さくせい

や、障害
しょうがい

の軽減
けいげん

・

改善
かいぜん

のための必要
ひつよう

な専門
せんもん

医療
いりょ う

・リハビリテーションは、一般
いっぱん

医療
いりょ う

制度
せ い ど

のもとで充実
じゅうじつ

と地域化
ち い き か

を図
はか

るととも

に無料
むりょ う

とすべきである。 

 

おわりに 

利用者
り よ う し ゃ

負担
ふ た ん

のあり方
かた

を考
かんが

えるうえでもっとも大切
たいせつ

な視点
し て ん

は、障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

で定義
て い ぎ

された、障害
しょうがい

の

ない「他
た

の者
もの

との対等
たいとう

・平等
びょうどう

の保障
ほしょ う

」や「誰
だれ

とどこで暮
く

らすかは自
みずか

らが決定
けってい

する」などの考
かんが

え方
かた

が大切
たいせつ

になる。こうした考
かんが

え方
かた

にもとづいて、障害
しょうがい

のない人
ひと

との対等
たいとう

・平等
びょうどう

を保障
ほしょ う

するためには、障害
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

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

に対
たい

する支援
し え ん

は公的
こうてき

支援
し え ん

とし、利用料
り よ う り ょ う

は無料
むりょ う

とすべきである。 

その際
さい

、支援
し え ん

の内容
ないよう

や量
りょう

の適切
てきせつ

さをどのように確保
か く ほ

するのかが課題
か だ い

となるが、それは相談
そうだん

支援
し え ん

事業
じぎ ょ う

の大幅
おおはば

な拡充
かくじゅう

によって解決
かいけつ

できる。障害
しょうがい

のある人
ひと

の自己
じ こ

決定
けってい

と最適
さいてき

な選択
せんたく

を支援
し え ん

する相談
そうだん

支援
し え ん

を確立
かく りつ

することによって、支援
し え ん

の過不足
か ふ そ く

や不必要
ふ ひ つ よ う

な支援
し え ん

の発生
はっせい

を防
ふせ

ぐことができる。 
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本作業
ほんさぎょう

チーム
ち ー む

報告
ほ う こ く

に対して
た い   

部会
ぶ か い

委員
い い ん

から寄
よ

せられた主
おも

な意見
い け ん

 

 

（利用料
り よ う り ょ う

に関する
か ん す る

意見
い け ん

） 

・報告書
ほ う こ く し ょ

では利用料
り よ う り ょ う

は無料
むりょ う

とすることとされている。低所得
ていしょと く

の方
かた

については必要
ひつよう

な措置
そ ち

であるが、

負担
ふ た ん

能力
のうりょく

のある方
かた

まで拡大
かくだい

することは、他
た

の制度
せ い ど

との整合性
せいごうせい

や公平性
こうへいせい

の点
てん

で検討
けんとう

する必要
ひつよう

がある。 

・自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょ う

の低所得者
ていしょと く しゃ

負担
ふ た ん

（医療費
い り ょ う ひ

・通院費
つ う い ん ひ

）は基本
き ほ ん

合意書後
ご う い し ょ ご

も依然
い ぜ ん

として継続
けいぞく

されており、

早急
さっきゅう

に無料化
む り ょ う か

すべきである。 

 

（財源
ざいげん

に関する
か ん す る

意見
い け ん

） 

・国
く に

・地方
ち ほ う

とも厳しい
き び し い

財政難
ざいせいなん

の中
なか

で、財源
ざいげん

の確保
か く ほ

の問題
もんだい

は重要
じゅうよう

な課題
か だ い

である。制度
せ い ど

の円滑
えんかつ

な運営
うんえい

を

図る
は か る

ためには財源
ざいげん

の確保
か く ほ

を平行
へいこう

して議論
ぎ ろ ん

し、制度
せ い ど

に位置づける
い ち づ け る

必要
ひつよう

がある。 

 

（難病
なんびょう

疾患
しっかん

対策
たいさ く

に関する
か ん す る

意見
い け ん

） 

・国
こ く

の難治性
な ん じ せ い

疾患
しっかん

克服
こ く ふ く

研究
けんきゅう

事業
じぎ ょ う

の研究
けんきゅう

対象
たいしょう

疾患
しっかん

は、①
１

 臨床
りんしょう

調査
ち ょ う さ

研究
けんきゅう

分野
ぶ ん や

130（内 56
う ち 5 6

が医療費
い り ょ う ひ

公費
こ う ひ

助成
じょせい

がある「特定
と くてい

疾患
しっかん

」）、② 研究
けんきゅう

奨励
しょうれい

分野
ぶ ん や

214 であり、合わせて
あ わ せ て

344疾患
しっかん

である。従って
したがって

、このう

ち 288疾患
しっかん

が、社会
しゃかい

生活
せいかつ

が困難
こんなん

な症状
しょうじょう

に加えて
く わ え て

無収入
むしゅうにゅう

でありながら、公費
こ う ひ

助成
じょせい

がなく、高額
こ うが く

な医療費
い り ょ う ひ

負担
ふ た ん

に生涯
しょうがい

悩んで
な や ん で

いる。安定
あんてい

した財源
ざいげん

の保証
ほしょ う

の上
うえ

での医療費
い り ょ う ひ

の無料化
む り ょ う か

を含む
ふ く む

軽減
けいげん

を新法
しんぽう

で明確化
め い か く か

す

べきである。 

・特定
と くてい

疾患
しっかん

の医療費
い り ょ う ひ

公費
こ う ひ

助成
じょせい

は、「生計
せいけい

中心者
ちゅうしんしゃ

」の収入
しゅうにゅう

による応能
おうのう

負担
ふ た ん

である。自立
じ り つ

という施策
し さ く

の

理念
り ね ん

からみて本人
ほんにん

収入
しゅうにゅう

を基準
きじゅん

にすべきである。 

・治療
ち り ょ う

・入院中
にゅういんちゅう

の患者
かんじゃ

の食事
し ょ く じ

は、医療食
いりょうしょく

でもある。一般
いっぱん

のホテルコスト


と区別
く べ つ

する必要
ひつよう

があり、無料
むりょ う

と

すべきである。 

・高額
こ うが く

療養費
りょ うよ うひ

本人
ほんにん

負担
ふ た ん

限度額
げ ん ど が く

の大幅
おおはば

引き下げ
ひ き さ げ

を行う
おこなう

べきである。 

 

（他
た

の制度
せ い ど

との関係
かんけい

に関する
か ん す る

意見
い け ん

） 

・新法
しんぽう

を介護
か い ご

保険
ほ け ん

制度
せ い ど

との統合
と うご う

を前提
ぜんてい

としないことには賛成
さんせい

であるが、加齢
か れ い

により介護
か い ご

保険
ほ け ん

制度
せ い ど

適用
てきよう

年齢
ねんれい

となると、様々
さまざま

な矛盾
むじゅん

が生じる
し ょ う じ る

のも事実
じ じ つ

である。量制度
りょうせいど

の相乗り
あ い の り

を模索
も さ く

し、補完
ほ か ん

する制度
せ い ど

として提言
ていげん

できないか。 
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