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「
障
害
者
差
別
解
消
法
」

「
障
害
者
差
別
解
消
法
」

社
会
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
け
る
の
か
、

私
が
考
え
て
み
た
こ
と

の
改
正
で
、

障
害
者
差
別
解
消
法
の

障
害
者
差
別
解
消
法
の

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　  

改
正
に
つ
い
て

改
正
に
つ
い
て

　
「
障
害
者
差
別
解
消
法
」が
改
正
さ

れ
、本
年
４
月
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。こ

の
改
正
に
よ
り
、事
業
者
に
よ
る
障
が

い
の
あ
る
人
へ
の
合
理
的
配
慮
の
提
供

が
義
務
化
さ
れ
ま
す
。

　

障
が
い
者
へ
の
差
別
を
な
く
し
、障

が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
共
に
生
き

る
社
会
を
つ
く
る
こ
と
を
め
ざ
す
、こ

の
よ
う
な
法
律
は
海
外
で
も
制
定
さ
れ

て
お
り
、１
９
９
０
年
７
月
に
ア
メ
リ

カ
で
成
立
し
た
Ａ
Ｄ
Ａ(

障
が
い
を
持

つ
ア
メ
リ
カ
人
法)

が
あ
る
の
を
思
い

出
し
ま
し
た
。欧
米
諸
国
や
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
、韓
国
な
ど
多
く
の
国
で
は
す

で
に
障
が
い
者
の
日
常
生
活
や
社
会
生

活
を
送
る
上
で
の
機
会
の
平
等
を
保
障

す
る
法
律(

差
別
を
禁
止
す
る
法
律)

が

で
き
て
い
ま
す 

。

　
「
合
理
的
配
慮
」と
は
、障
が
い
者
が

社
会
の
中
で
出
会
う
困
り
ご
と
や
障

壁
、す
な
わ
ち
社
会
的
な
バ
リ
ア
を
取
り

除
く
た
め
に
、様
々
な
こ
と
を
調
整
し
た

り
変
更
し
た
り
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す

が
、事
業
者
だ
け
で
な
く
全
て
の
人
が
こ

の
よ
う
な
こ
と
を
日
常
的
に
意
識
し
て

い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

　

社
会
的
な
バ
リ
ア
と
は
、例
え
ば
障

が
い
者
に
と
っ
て
は
通
行
が
難
し
い
場

所
、利
用
し
に
く
い
施
設
・
設
備
や
、利

用
し
づ
ら
い
制
度
、あ
る
い
は
障
が
い

者
の
存
在
を
意
識
し
て
い
な
い
慣
習
や

文
化
、偏
見
や
固
定
観
念
と
い
っ
た
も

の
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。必
要
な
情
報
提

供
が
音
声
で
し
か
行
わ
れ
な
い
こ
と
や

筆
談
を
し
て
も
難
し
い
漢
字
ば
か
り
で

理
解
し
づ
ら
い
こ
と
、ま
た
、視
覚
障
が

い
者
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
情
報
を
得

た
く
て
も
、画
像
が
多
い
と
読
み
上
げ

ソ
フ
ト
が
機
能
せ
ず
内
容
が
理
解
で
き

な
い
な
ど
、ち
ょ
っ
と
し
た
配
慮
が
あ

れ
ば
助
か
る
よ
う
な
障
壁
が
社
会
に
は

数
多
く
あ
り
、不
便
さ
を
感
じ
て
い
る

人
が
い
ま
す
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
を

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
を

身
に
つ
け
る
こ
と
の
大
切
さ
！

身
に
つ
け
る
こ
と
の
大
切
さ
！

　

私
は
生
ま
れ
た
時
か
ら
の
ろ
う
者

（
聴
覚
障
が
い
を
も
つ
人
）で
す
が
、以

前
、あ
る
歯
科
に
行
っ
た
時
、聞
こ
え

な
い
こ
と
を
理
由
に「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
で
き
な
い
」と
言
わ
れ
診
察

を
断
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。そ
の

と
き
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段

を
検
討
し
て
も
ら
う
こ
と
も
で
き
ず
、

合
理
的
配
慮
へ
の
理
解
が
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
に
憤
り
を
覚
え
ま
し
た
。

　

私
の
よ
う
な
ろ
う
者
は
、手
話
と
い

う
言
語
で
会
話
を
行
う
の
で
す
が
、手

話
を
全
く
知
ら
な
い
人
で
も
、他
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
中
か
ら

「
筆
談
」と
い
う
も
の
を
引
き
出
し
て
意

思
疎
通
は
で
き
る
は
ず
で
す
。で
き
な

い
こ
と
を
ど
う
し
た
ら
で
き
る
よ
う
に

な
る
の
か
、考
え
て
も
ら
う
こ
と
は
困

難
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
？
実
は
簡
単
な

こ
と
な
の
に
、音
声
で
会
話
で
き
な
け

れ
ば
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
れ
な

い
と
思
い
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
か
ら

で
し
ょ
う
か
？

　
「
多
様
性
を
大
切
に
」と
言
い
な
が

ら
も
、聞
こ
え
な
い
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
は
特
に
ハ
ー
ド
ル
が
高
い

と
感
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま

す
。そ
れ
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

手
段
が
違
う
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
か
？ 

そ
れ
っ
て
悲
し
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

た
と
え
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
と
感
じ
ら
れ

て
も
、私
は
堂
々
と「
耳
が
聞
こ
え
ま
せ

ん
。手
話
を
し
ま
す
が
、外
国
語
を
話
す

人
の
よ
う
な
感
覚
で
接
し
て
い
た
だ
け

ま
す
で
し
ょ
う
か
？
」と
い
う
気
持
ち

で
い
ま
す
。

　

誰
も
が「
差
別
し
て
は
い
け
な
い
」と

思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、障
が
い
者
の
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立
場
か
ら
見
れ
ば
現
実
は「
差
別
さ
れ

て
い
る
」と
感
じ
る
こ
と
が
た
く
さ
ん

起
き
て
お
り
、障
が
い
の
な
い
人
と
の

平
等
な
機
会
を
奪
わ
れ
て
い
る
現
状
が

あ
り
ま
す
。

　
問
題
の
解
決
に
向
け
て
は
、生
ま
れ

た
時
か
ら
持
っ
て
い
る
個
性
を
大
切
に

し
つ
つ
、人
間
関
係
を
築
く
た
め
に
、

「
話
す
、書
く
、読
む
」な
ど
様
々
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
を
身
に
つ
け

る
こ
と
が
、必
ず
社
会
で
役
立
つ
と
私

は
感
じ
て
い
ま
す
。そ
し
て
、障
が
い
を

持
つ
当
事
者
に
し
か
わ
か
ら
な
い
不

便
さ
を
体
験
し
、感
じ
て
も
ら
う
こ
と

で
、お
互
い
に
支
え
合
い
、助
け
合
う
関

係
を
築
け
る
と
思
い
ま
す
。国
民
一
人

ひ
と
り
が
分
け
隔
て
ら
れ
る
こ
と
な

く
、相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
合

い
、共
生
す
る
社
会
を
実
現
さ
せ
る
こ

と
が
最
も
大
切
な
こ
と
で
す
。

　
た
だ
、義
務
だ
か
ら
そ
う
す
る
と
い
う

の
で
は
な
く
、そ
れ
が
自
然
と
配
慮
で
き

る
よ
う
に
な
れ
ば
、「
障
が
い
者
だ
か
ら
」

と
構
え
る
こ
と
な
く
接
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
そ
し

て
、私
た
ち
は
誰
も
が
安
心
し
て
過
ご
す

こ
と
の
で
き
る
社
会
を
求
め
て
い
ま
す
。

そ
の
気
持
ち
は
、障
が
い
が
あ
っ
て
も
な

く
て
も
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
。

　
お
互
い
に
個
々
の
性
質
を
認
め
合
い

な
が
ら
少
し
ず
つ
理
解
し
て
、そ
し
て
共

に
生
き
る
社
会
の
実
現
に
向
け
、ど
の

よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
く
の
か
を
臨
機

応
変
に
対
応
で
き
る
よ
う
な
環
境
を
作

り
た
い
で
す
。様
々
な
個
性
を
持
っ
た
方

が
社
会
で
生
活
す
る
上
で
、働
く
意
識

を
持
ち
楽
し
く
過
ご
せ
る
場
を
作
っ
て

い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
バ
リ
ア
フ
リ
ー
、ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
、ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
、イ

ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
、ア
シ
ス
テ
ィ
ブ
・
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
等
々
、多
く
の
福
祉
用
語

が
あ
り
ま
す
が
、日
本
に
は
ま
だ
十
分

に
浸
透
し
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。な

ぜ
な
ら
日
本
の
文
化
は
、障
が
い
の
あ

る
人
を
ま
だ
ま
だ「
可
哀
想
」と
か
、「
気

の
毒
」と
い
う
視
線
で
見
て
し
ま
い
、可

哀
想
な
人
に
何
か
を
し
て
あ
げ
る
こ
と

を「
福
祉
」と
考
え
て
い
る
か
ら
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
？
「
手
話
」は
言
語
と

し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
の
に
、未
だ
に

そ
の
こ
と
が
広
く
浸
透
し
て
い
な
い
の

は
、正
直
残
念
で
悲
し
い
で
す
。

　
社
会
的
な
バ
リ
ア
を
取
り
除
く
こ
と

に
つ
い
て
、大
人
だ
け
で
解
決
し
よ
う
と

し
て
も
難
し
く
、子
ど
も
の
頃
か
ら
多
様

な
人
々
と
の
関
係
を
築
き
、共
生
す
る
と

い
う
こ
と
を
学
び
、慣
れ
る
こ
と
が
必
要

だ
と
思
い
ま
す
。ま
た
、社
会
で
生
き
づ

ら
さ
を
感
じ
て
い
る
こ
と
を
無
く
す
た

め
に
は
、当
事
者
が「
社
会
を
ど
の
よ
う

に
し
た
い
か
、ど
う
改
革
す
べ
き
か
」を

伝
え
る
こ
と
は
と
て
も
大
切
で
す
。

　
障
が
い
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、自
分

の
生
ま
れ
持
っ
た
様
々
な「
性
質
と
個

性
」を
お
互
い
が
理
解
し
合
い
、協
力
し

て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、そ
れ
が

実
現
で
き
た
時
、障
が
い
の
あ
る
人
も

な
い
人
も
不
便
な
く
暮
ら
せ
る
社
会
に

な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

お
互
い
に
尊
重
し
合
い
、

お
互
い
に
尊
重
し
合
い
、

歩
み
寄
っ
て
い
く
関
係
を
築
く

歩
み
寄
っ
て
い
く
関
係
を
築
く

　
最
後
に
、私
自
身
を
例
に
し
て
、お
伝

え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。私
に
は
生
ま

れ
つ
き
聞
こ
え
な
い
と
い
う
個
性
が
あ

り
、日
常
生
活
で
は
手
話
で
会
話
を
し

ま
す
。し
か
し
、外
見
で
は
わ
か
り
に
く

く「
挨
拶
を
し
た
の
に
無
視
さ
れ
た
」

と
誤
解
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。も

し
も
、あ
な
た
が
ろ
う
者
と
接
す
る
と

き
に「
あ
れ
？
」と
思
う
こ
と
が
あ
っ
た

ら
、肩
を
た
た
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。そ

う
し
て
も
ら
え
ば
十
分
対
応
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
に

は
、手
話
、筆
談
、口
話
が
あ
り
ま
す
。手

話
は
、手
指
や
表
情
で
言
葉
を
表
現
す

る
方
法
で
す
。口
話
は
、相
手
の
口
の
動

き
を
読
み
取
る
方
法
で
す
。相
手
の
顔

を
見
て
ゆ
っ
く
り
、は
っ
き
り
と
口
を

動
か
す
よ
う
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
わ

か
り
ま
す
。

　
筆
談
は
、お
互
い
に
文
字
を
書
い
て

伝
え
あ
う
方
法
で
す
。口
話
よ
り
も
筆

談
の
方
が
、よ
り
お
互
い
に
理
解
し
意

思
疎
通
が
し
っ
か
り
で
き
ま
す
。筆
記

用
具
が
な
い
と
き
は
、ス
マ
ホ
で
文
字
の

や
り
と
り
を
す
る
こ
と
で
も
対
応
で
き

ま
す
。そ
の
人
に
合
わ
せ
た
方
法
を
取

り
、伝
え
る
努
力
を
し
、最
後
に
内
容
の

確
認
を
し
て
も
ら
え
る
と
嬉
し
い
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、一
方
的
に
で
は
な
く
、

相
互
に
個
々
を
尊
重
し
合
い
、理
解
し

合
い
歩
み
寄
っ
て
い
く
関
係
を
築
い
て

い
け
ば
、少
し
ず
つ
社
会
的
な
バ
リ
ア
を

な
く
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

忍
おし

足
だり

 亜
あ

希
き

子
こ

 さん

俳優。1970 年生まれ、北海道出身。
1999年　�映画「アイ・ラヴ・ユー」で�

日本最初のろう者主演俳優としてデビュー。
同　作�　�毎日映画コンクール�

「スポニチグランプリ新人賞」を受賞。

以後、俳優業の他、講演会や手話教室開催など多岐に渡り活躍。
2021年には、家族のエッセイ本「我が家は今日もにぎやかです」�
を出版。
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障がいを理由として、正当な理由なく、商品や
サービス等の提供を拒否したり、制限したり、条
件を付けたりすることで、権利利益を侵害する
ことが不当な差別的取扱いとされています。
不当な差別的取扱いをすることにより、障が
いのある人の権利利益を侵害することは、障が
いを理由とする差別にあたります。

�正当な理由の判断の視点
　客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、かつ、そ
の目的に照らして当該取扱いがやむを得ないといえるかどうか
不当な差別的取扱いの具体例
・保護者や介助者がいなければ一律に入店を断る
・�障がいのある人向けの物件はないと言って対応しない
・�障がいがあることを理由として、障がいのある人に対し
て一律に接遇の質を下げる�など

不当な差別的取扱いとは

2006（平成18）年12月、障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）が国
連で採択されました。障害者権利条約は、障がいのある人の人権や自由を守る
ことを定めた条約です。
障害者権利条約第５条においては、「平等及び差別されないこと」について規
定されており、国が、障がいに基づくあらゆる差別を禁止することや、合理的配
慮の提供が確保されるための適当な措置をとることが定められています。
日本は、2007（平成19）年、障害者権利条約に署名をしますが、条約を締結
する前に、国内法の整備が必要だとされました。
国内法の整備の過程で、2011（平成23）年、障害者基本法が改正され、障が
いを理由として差別その他の権利利益を侵害する行為をしてはならない旨が
規定されました。
この規定を具体化するものが「障害を理由とする差別の解消の推進に関す
る法律」（障害者差別解消法）であり、2013（平成25）年に成立しました。
あわせて、障害者総合支援法の施行や障害者雇用促進法の改正も、この時期
に行われました。
こうした障がい者制度改革を経て、日本は2014（平成26）年に障害者権利条約を締結（批准）しました。
このような中、障害者差別解消法は2016（平成28）年に施行されました。すべての国民が、障がいの有無によって
分け隔てられることなく、相互に尊重しあいながら、共生社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進
するための法律です。
行政機関等及び事業者に対し、障がいのある人への障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障がいの
ある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、「共生社会」を実現することをめざ
しています。

障害者差別解消法について
障がい者手帳を持っている

人だけのことではありません。
身体障がいのある人、知的

障がいのある人、精神障がいの
ある人（発達障がいや高次脳機
能障がいのある人も含まれま
す）、その他心や体のはたらき
に障がい（難病に起因する障が
いも含まれます）がある人で、
障がい者社会の中にあるバリ
アによって、日常生活や社会生
活に相当な制限を受けている
人全てが対象です（障がいのあ
るこどもも含まれます）。

障害者差別解消法における
「障がいのある人」とは？?

※�大阪府では、条例により2021（令和3）年4月1日から、事業者
による合理的配慮の提供が義務化されています。

事業者とは？
　商業その他の事業を行う者で、個人か法人・団体か、営
利目的か非営利目的かを問わず、同種の行為を反復継続
する意思をもって行う者のことを指します。
　個人事業主やボランティア活動をするグループなども
「事業者」に含まれます。

障害者差別解消法は、2021（令和３）年に改正
法が成立しました。主な改正内容は、事業者によ
る障がいのある人への合理的配慮の提供が義務
化されることです。
この改正障害者差別解消法は、2024（令和6）
年4月1日から施行されることとなっています。

今回の法改正で何が変わるのか

行政機関等 事業者
不当な差別的取り扱い 禁止 禁止

合理的配慮の提供 義務 努力義務�⇒�義務
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