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意
い

  見
けん

  書
しょ

 

2012年
ねん

3月
がつ

28日
にち

 

 

障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に安心
あんしん

していきいきと暮
く

らせる 

京都
きょうと

づくり条例
じょうれい

（仮称
かしょう

）制定
せいてい

委員会
いいんかい

 御中
おんちゅう

 

 

 

同委員
どういいん

  矢吹
や ぶ き

 文
ふみ

敏
とし

 

 

 私
わたし

は、本
ほん

委員会
いいんかい

の委員
い い ん

として、また、これまでに聞
き

き及
およ

んでおります諸団体
しょだんたい

各位
か く い

か

らのご意見
い け ん

も頂
いただ

き、以下
い か

のとおりの意見
い け ん

を合
あ

わせて申
もう

し上
あ

げます。 

 もちろん、この意見
い け ん

は、これまでにも機会
き か い

ある毎
ごと

に口頭
こうとう

で申
もう

し上
あ

げていたものを整理
せ い り

したものですので、委員
い い ん

各位
か く い

の議論
ぎ ろ ん

の中
なか

で参考
さんこう

になればとの思
おも

いであります。今後
こ ん ご

と

も委員
い い ん

各位
か く い

のご賛同
さんどう

を得
え

られれば、各項
かくこう

ごとに意見書
いけんしょ

の提
てい

出
しゅつ

になればと考
かんが

えており

ます。 

 ご高覧
こうらん

頂
いただ

ければ幸
さいわ

いです。 

 

記
き

 

 

第
だい

１ 本
ほん

委員会
いいんかい

の開始
か い し

にあたって確認
かくにん

しておくべき事項
じ こ う

 

  ２００６年
ねん

１２月
がつ

に国連
こくれん

で採択
さいたく

されました、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関
かん

する条約
じょうやく

（資料
しりょう

１）は、当事者
とうじしゃ

参加
さ ん か

のもと、国際的
こくさいてき

なスタンダード
す た ん だ ー ど

として、障
しょう

がい者
しゃ

の権利
け ん り

を各国
かっこく

が保障
ほしょう

すべき基準
きじゅん

を定
さだ

めたものです。日本
に ほ ん

も２００７年
ねん

にこの条約
じょうやく

に署名
しょめい

し、国
こく

内法
ないほう

を同条約
どうじょうやく

に基
もと

づいた水準
すいじゅん

にまで整備
せ い び

するために、現在
げんざい

、国
くに

においては障
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

、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

が設置
せ っ ち

され、当事者
とうじしゃ

主導
しゅどう

の議論
ぎ ろ ん

が

なされています。 

  すなわち、本
ほん

委員会
いいんかい

を始
はじ

めるにあたり、我々
われわれ

が最
もっと

も念頭
ねんとう

におかなければいけない

のが、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関
かん

する条約
じょうやく

だということを確認
かくにん

する必要
ひつよう

があります。そし

て、現在国
げんざいくに

が行
おこな

っている会議
か い ぎ

の内容
ないよう

はもちろんのこと、運営
うんえい

方法
ほうほう

なども、最低限
さいていげん

の

ものとして、参考
さんこう

にする必要
ひつよう

があります。 

  また、現在
げんざい

、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

の下
もと

に設置
せ っ ち

されました、差別
さ べ つ

禁止
き ん し

部会
ぶ か い

に

おいては、障害者
しょうがいしゃ

差別
さ べ つ

禁止法
きんしほう

制定
せいてい

のための議論
ぎ ろ ん

が活発
かっぱつ

になされています。その意味
い み

で、本
ほん

委員会
いいんかい

の議論
ぎ ろ ん

も国
くに

の後
あと

を追
お

う形
かたち

となる以上
いじょう

、国
くに

の議論
ぎ ろ ん

の内容
ないよう

を詳細
しょうさい

に検討
けんとう

し、

それ以上
いじょう

のものを制定
せいてい

する必要
ひつよう

があります。 

また、すでに、千葉
ち ば

・さいたまなど、いくつかの自治体
じ ち た い

においては、本
ほん

委員会
いいんかい

で検討
けんとう
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する条例
じょうれい

と同趣旨
どうしゅし

の条例
じょうれい

が制定
せいてい

され運用
うんよう

されています。これらの条例
じょうれい

より後発
こうはつ

で

制定
せいてい

する以上
いじょう

、その経験
けいけん

を生
い

かし、それ以上
いじょう

のものを制定
せいてい

する必要
ひつよう

があります。 

以上
いじょう

の３点
てん

を確認
かくにん

し、会議
か い ぎ

を始
はじ

めていただきますようお願
ねが

いいたします。 

 

第
だい

２ 委員会
いいんかい

の委員
い い ん

について 

  本
ほん

委員会
いいんかい

の構成
こうせい

には以下
い か

のとおり問題点
もんだいてん

があると考
かんが

えられます。 

 １ 当事者
とうじしゃ

委員
い い ん

の割合
わりあい

が少ないこと 

   国
くに

が行
おこな

っている障
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

会議
か い ぎ

、その下
もと

に設置
せ っ ち

されておりました

総合的
そうごうてき

な福祉
ふ く し

法制
ほうせい

制定
せいてい

のための総合
そうごう

福祉
ふ く し

部会
ぶ か い

におきましては、福祉
ふ く し

関係者
かんけいしゃ

ではな

く、当事者
とうじしゃ

の委員
い い ん

が過半数
かはんすう

を占
し

めています（資料
しりょう

２・総合
そうごう

福祉
ふ く し

部会
ぶ か い

骨格
こっかく

提言
ていげん

参照
さんしょう

）。 

   ところが、本
ほん

委員会
いいんかい

の当事者
とうじしゃ

の委員
い い ん

は、学者
がくしゃ

委員
い い ん

を入
い

れても、到底
とうてい

過半数
かはんすう

には及
およ

ぶことなく、当事者
とうじしゃ

抜
ぬ

きに当事者
とうじしゃ

のことを決
き

めることは許
ゆる

されません。特
とく

に、委員
い い ん

と し て 選
えら

ば れ な か っ た 比較的
ひかくてき

規模
き ぼ

の 小
ちい

さ い 団体
だんたい

な ど に つ い て は 、

タウンミーティング
た う ん み ー て ぃ ん ぐ

を開催
かいさい

する、各種
かくしゅ

部会
ぶ か い

を開
ひら

いてそこに当事者
とうじしゃ

に入
はい

ってもらう

などの方法
ほうほう

で、当事者
とうじしゃ

の声
こえ

を集約
しゅうやく

する方法
ほうほう

を検討
けんとう

しなければならないと考
かんが

えま

す。 

 ２ 女性
じょせい

の割合
わりあい

が少
すく

ないこと 

   本
ほん

委員会
いいんかい

の委員
い い ん

は、一般
いっぱん

社会
しゃかい

における男女比
だんじょひ

に比
ひ

し、女性
じょせい

が極端
きょくたん

に少
すく

ない

状 況
じょうきょう

です。女性
じょせい

の委員
い い ん

を追加
つ い か

されるか、アドバイザー
あ ど ば い ざ ー

として参加
さ ん か

していただく

など女性
じょせい

の意見
い け ん

を特
とく

に集約
しゅうやく

する方法
ほうほう

を検討
けんとう

してください。 

 

第
だい

３ 条例
じょうれい

の名称
めいしょう

・理念
り ね ん

について 

 １ 名称
めいしょう

が制度
せ い ど

の趣旨
し ゅ し

と合
あ

わないこと 

そもそも、条例
じょうれい

の名称
めいしょう

であります、「障害
しょうがい

のある人
ひと

もない人
ひと

も共
とも

に安心
あんしん

して

いきいきと暮
く

らせる」という表現
ひょうげん

の根拠
こんきょ

は何
なに

でしょうか。権利
け ん り

条約
じょうやく

や障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

に表現
ひょうげん

されている内容
ないよう

により近
ちか

い表現
ひょうげん

にするべきではないのでしょうか。 

また、当初
とうしょ

、条例
じょうれい

制定
せいてい

の趣旨
し ゅ し

説明
せつめい

の中
なか

で、ノーマライゼーション
の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

の理念
り ね ん

にのっ

とり…というフレーズ
ふ れ ー ず

がありましたので、以下
い か

で意見
い け ん

を述
の

べます。国際的
こくさいてき

に普
ふ

及
きゅう

した「ノーマライゼーション
の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

」の意味
い み

は、とりわけ知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

について、”隔離
か く り

さ

れた施設
し せ つ

で画一的
かくいつてき

な生活
せいかつ

を送
おく

るのではなく、地域
ち い き

社会
しゃかい

でケア
け あ

を受
う

けながら、同年代
どうねんだい

の健
けん

常者
じょうしゃ

と同
おな

じように社会
しゃかい

参加
さ ん か

しつつ、「ノーマル
の ー ま る

な生活
せいかつ

」が送
おく

れるようにする

こと”などを具現化
ぐ げ ん か

し支
ささ

える理念
り ね ん

でした。しかし、ノーマライゼーション
の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

理念
り ね ん

が、

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

において果
は

たした役割
やくわり

、「市民
し み ん

としての障害者
しょうがいしゃ

」という理解
り か い

を促
うなが

し

たことなどが、入所
にゅうしょ

施設
し せ つ

の改善
かいぜん

、さらにコミュニティ
こ み ゅ に て ぃ

（地域
ち い き

）でのケア
け あ

に関心
かんしん

を

促
うなが

す こ と と な り ま し た 。 こ の よ う に 、 歴史的
れきしてき

に 意義
い ぎ

の あ っ た

「ノーマライゼーション
の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

」の概念
がいねん

ですが、すでに、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

の改革
かいかく

の方向
ほうこう

を示
しめ

す
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理念
り ね ん

としての役割
やくわり

を終
お

えつつあるとの議論
ぎ ろ ん

が進
すす

み、世界的
せかいてき

に、ソーシャル
そ ー し ゃ る

・

インクルージョン
い ん く る ー じ ょ ん

（その短縮形
たんしゅくけい

として単
たん

に「インクルージョン
い ん く る ー じ ょ ん

」）という語
ご

が登場
とうじょう

し、世界的
せかいてき

に広
ひろ

がっています。今日的
こんにちてき

状 況
じょうきょう

の中
なか

では「インクルージョン
い ん く る ー じ ょ ん

が、

ノーマライゼーション
の ー ま ら い ぜ ー し ょ ん

にとってかわる、社会
しゃかい

福祉
ふ く し

分野
ぶ ん や

のめざすべき理念
り ね ん

となりつ

つある」とさえ言
い

われています。 

（ソーシャル
そ ー し ゃ る

）インクルージョン
い ん く る ー じ ょ ん

とは、社会
しゃかい

の周辺
しゅうへん

におかれ、排除
はいじょ

され孤立
こ り つ

し

ている人
ひと

たちを社会
しゃかい

の主流
しゅりゅう

に戻
もど

すという意味合
い み あ

いがあり、障害者
しょうがいしゃ

の教育
きょういく

、福祉
ふ く し

、

労働
ろうどう

をはじめ、各種
かくしゅ

の社会
しゃかい

施策
し さ く

分野
ぶ ん や

で使
つか

われている概念
がいねん

であり、必
かなら

ずしも障害者
しょうがいしゃ

問題
もんだい

だけに特化
と っ か

した用語
よ う ご

ではありません。この概念
がいねん

の中
なか

では、社会的
しゃかいてき

排除
はいじょ

（インクルージョン
い ん く る ー じ ょ ん

の逆
ぎゃく

、エクスクルージョン
え く す く る ー じ ょ ん

）の除去
じょきょ

をめざす、ということが

大
おお

きな課題
か だ い

となります。障害者
しょうがいしゃ

をはじめとして、社会
しゃかい

の主流
しゅりゅう

から排除
はいじょ

されてき

た人々
ひとびと

がいることを念頭
ねんとう

において、社会
しゃかい

の主流
しゅりゅう

から誰
だれ

も排除
はいじょ

しないような社会
しゃかい

の

しくみをつくるという「社会
しゃかい

政策
せいさく

」の理念
り ね ん

であり、障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

をこえた普遍性
ふへんせい

を

もっています。その意味
い み

で、インクルージョン
い ん く る ー じ ょ ん

は、障害者
しょうがいしゃ

個人
こ じ ん

の問題
もんだい

というより

も、周囲
しゅうい

に変革
へんかく

を促
うな

す概
がい

念
ねん

ですので、障害
しょうがい

の社会
しゃかい

モデル
も で る

にふさわしい概念
がいねん

である

だけではなく、本条例
ほんじょうれい

にもふさわしいと言
い

えます。 

 ２０００年
ねん

７月
がつ

、旧厚生省
きゅうこうせいしょう

の「社会的
しゃかいてき

な援護
え ん ご

を要
よう

する人々
ひとびと

に対
たい

する社会
しゃかい

福祉
ふ く し

の

あり方
かた

に関
かん

する検討会
けんとうかい

」報告書
ほうこくしょ

において、「インクルージョン
い ん く る ー じ ょ ん

」という語
ご

が言及
げんきゅう

さ

れ、地域
ち い き

社会
しゃかい

における「つながり」の再構築
さいこうちく

の必要性
ひつようせい

を指摘
し て き

しています。（なお、

障害
しょうがい

のほか、社会的
しゃかいてき

ストレス
す と れ す

、ホームレス
ほ ー む れ す

、孤独死
こ ど く し

、虐待
ぎゃくたい

・暴力
ぼうりょく

、外国人
がいこくじん

排除
はいじょ

などの問題
もんだい

も書
か

かれています。） 

 

第
だい

４ 運営
うんえい

方法
ほうほう

について 

 １ 情報
じょうほう

（コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

）保障
ほしょう

等
とう

について 

   国
くに

における会議
か い ぎ

においては、例
たと

えば以下
い か

のように情報
じょうほう

保障
ほしょう

等
とう

が行
おこな

われていま

すが、当委員会
とういいんかい

においても、合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の範囲
は ん い

として保障
ほしょう

されるべきです。 

  ・介助
かいじょ

   身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

には介助者
かいじょしゃ

、知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

には支援者
しえんしゃ

 

  ・情報
じょうほう

   聴覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

には手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

、要約
ようやく

筆記
ひ っ き

 

        視覚
し か く

障害者
しょうがいしゃ

には会議
か い ぎ

資料
しりょう

の点訳
てんやく

 

        知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

にはルビ
る び

つき資料
しりょう

 

・ 会議
か い ぎ

進行
しんこう

 知的
ち て き

障害者
しょうがいしゃ

を念頭
ねんとう

に、イエローカード
い え ろ ー か ー ど

等
とう

のカードルール
か ー ど る ー る

 

・ 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

には、長時間
ちょうじかん

の会議
か い ぎ

の場合
ば あ い

、 必
かなら

ず休憩
きゅうけい

時間
じ か ん

を取
と

る。

（個人差
こ じ ん さ

はあるが、概
おおむ

ね１時間
じ か ん

経過
け い か

以後
い ご

に１回
かい

５分
ふん

以上
いじょう

） 

 ２ 実質的
じっしつてき

な議論
ぎ ろ ん

の保障
ほしょう

 

   挨拶
あいさつ

、資料
しりょう

の説明
せつめい

に要
よう

する時間
じ か ん

は、毎回
まいかい

、会議
か い ぎ

の冒頭
ぼうとう

の１割
わり

から２割
わり

程度
て い ど

の時間
じ か ん

とし、残
のこ

る時間
じ か ん

を実質的
じっしつてき

な議論
ぎ ろ ん

の時間
じ か ん

とするようにして下
くだ

さい。 
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 ３ 会議
か い ぎ

の公開
こうかい

 

   開
ひら

かれた会議
か い ぎ

にするため、会議
か い ぎ

のインターネット
い ん た ー ね っ と

中継
ちゅうけい

、傍聴
ぼうちょう

を可能
か の う

にして下
くだ

さ

い。いずれも、当事者
とうじしゃ

にもアクセス
あ く せ す

しやすい方法
ほうほう

、時期
じ き

に公開
こうかい

してください。ま

た、議事録
ぎ じ ろ く

、配布
は い ふ

資料
しりょう

は会議後
か い ぎ ご

速
すみ

やかにインターネット
い ん た ー ね っ と

にアップ
あ っ ぷ

するようにして下
くだ

さい（資料
しりょう

３参照
さんしょう

）。 

 

第
だい

５ 今後
こ ん ご

のスケジュール
す け じ ゅ ー る

について 

 １ 今後
こ ん ご

の議論
ぎ ろ ん

について 

   本条例
ほんじょうれい

の論点
ろんてん

は多岐
た き

にわたっています。当初
とうしょ

に京都府
きょうとふ

からのご案内
あんない

によれば、

数回
すうかい

の本
ほん

会議
か い ぎ

しか予定
よ て い

されていないようですが、そこにおいては、実質的
じっしつてき

な議論
ぎ ろ ん

を

することは難
むずか

しいと言
い

わざるを得
え

ません。実際
じっさい

、資料
しりょう

２の総合
そうごう

福祉
ふ く し

部会
ぶ か い

は、チーム
ち ー む

を多数
た す う

作
つく

り、実質的
じっしつてき

な議論
ぎ ろ ん

はそこで行
おこな

っていたほか、公式
こうしき

の会議
か い ぎ

だけでも１８回
かい

の会議
か い ぎ

を行
おこな

っています。 

そこで、会議
か い ぎ

の回数
かいすう

を増
ふ

やして確保
か く ほ

するか、実質的
じっしつてき

な審議
し ん ぎ

を行
おこな

うため、部会
ぶ か い

の

設置
せ っ ち

、そこにおける徹底的
てっていてき

な検討
けんとう

をすることが必要
ひつよう

です。そのための議論
ぎ ろ ん

の場
ば

を、

一般
いっぱん

市民
し み ん

も含
ふく

めた形
かたち

で開催
かいさい

する必要
ひつよう

があるのです。その際
さい

には、特
とく

に、谷間
た に ま

の

障害者
しょうがいしゃ

と言
い

われる人
ひと

たちの声
こえ

を聞
き

くことを重要
じゅうよう

視
し

すべきと考
かんが

えます。 

 ２ 当事者
とうじしゃ

及
およ

び住民
じゅうみん

の声
こえ

を集約
しゅうやく

する必要
ひつよう

があること 

   パブリックコメント
ぱ ぶ り っ く こ め ん と

はもちろんのこと、当事者
とうじしゃ

の声
こえ

を集約
しゅうやく

し、差別
さ べ つ

事例
じ れ い

を検討
けんとう

するため、すでに「障害者
しょうがいしゃ

権利
け ん り

条約
じょうやく

の批准
ひじゅん

と完全
かんぜん

実施
じ っ し

を目
め

ざす京都
きょうと

実行
じっこう

委員会
いいんかい

」

が数回
すうかい

にわたって開催
かいさい

してきたワークショップ
わ ー く し ょ っ ぷ

では、別紙
べ っ し

のような差別
さ べ つ

事例
じ れ い

が

集約
しゅうやく

されています。このような具体的
ぐたいてき

な事例
じ れ い

から出発
しゅっぱつ

して、条例
じょうれい

を制定
せいてい

すべき

です。 

   また、本
ほん

委員会
いいんかい

召 集 前
しょうしゅうまえ

の段階
だんかい

で、京都府
きょうとふ

が自
みずか

ら集約
しゅうやく

した差別
さ べ つ

事例
じ れ い

の内容
ないよう

を明
あき

らかにしていただきますようお願
ねが

いいたします。 

 ３ 工程表
こうていひょう

の明確化
めいかくか

 

   以上
いじょう

のように、議論
ぎ ろ ん

の内容
ないよう

、方法
ほうほう

を検討
けんとう

するため、早期
そ う き

に、工程表
こうていひょう

を明示
め い じ

して

いただくようお願
ねが

いいたします。 


