
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

 

 

前文
ぜんぶん

 

この条約
じょうやく

の締約
ていやく

国
こ く

は、 

(a) 国際
こ くさい

連合
れんごう

憲章
けんしょう

において宣明
せんめい

された原則
げんそく

が、人類
じんるい

社会
しゃかい

の全
すべ

ての構
こ う

成員
せいいん

の固有
こ ゆ う

の尊厳
そんげん

及
およ

び価値
か ち

並
なら

び

に平等
びょうどう

のかつ奪
うば

い得
え

ない権利
け ん り

が世界
せ か い

における自由
じ ゆ う

、正義
せ い ぎ

及
およ

び平和
へ い わ

の基礎
き そ

を成
な

すものであると認
みと

め

ていることを想起
そ う き

し、 

(b) 国際
こ くさい

連合
れんごう

が、世界
せ か い

人権
じんけん

宣言
せんげん

及
およ

び人権
じんけん

に関
かん

する国際
こ くさい

規約
き や く

において、全
すべ

ての人
ひと

はいかなる差別
さ べ つ

もなしに

同宣言
どうせんげん

及
およ

びこれらの規約
き や く

に掲
かか

げる全
すべ

ての権利
け ん り

及
およ

び自由
じ ゆ う

を享
きょう

有
ゆう

することができることを宣明
せんめい

し、及
およ

び

合意
ご う い

したことを認
みと

め、 

(c) 全
すべ

ての人権
じんけん

及
およ

び基本的
きほ ん て き

自由
じ ゆ う

が普遍的
ふへんてき

であり、不可分
ふ か ぶ ん

のものであり、相互
そ う ご

に依
い

存
ぞん

し、かつ、相互
そ う ご

に

関連
かんれん

を有
ゆう

すること並
なら

びに障害者
しょうがいしゃ

が全
すべ

ての人権
じんけん

及
およ

び基本的
きほ ん て き

自由
じ ゆ う

を差別
さ べ つ

なしに完全
かんぜん

に享
きょう

有
ゆう

することを

保障
ほしょう

することが必要
ひつよう

であることを再確認
さいかくにん

し、 

(d) 経済的
けいざいてき

、社会的
しゃかいてき

及
およ

び文化的
ぶんかてき

権利
け ん り

に関
かん

する国際
こ くさい

規約
き や く

、市民的
し み ん て き

及
およ

び政治的
せ い じ て き

権利
け ん り

に関
かん

する国際
こ くさい

規約
き や く

、あ

らゆる形態
けいたい

の人種
じんしゅ

差別
さ べ つ

の撤廃
てっぱい

に関
かん

する国際
こ くさい

条約
じょうやく

、女子
じ ょ し

に対
たい

するあらゆる形態
けいたい

の差別
さ べ つ

の撤廃
てっぱい

に関
かん

す

る条約
じょうやく

、拷問
ごうもん

及
およ

び他
た

の残虐
ざんぎゃく

な、非人道的
ひ じん ど う て き

な又
また

は品位
ひ ん い

を傷
きず

つける取扱
とりあつか

い又
また

は刑罰
けいばつ

に関
かん

する条約
じょうやく

、

児童
じ ど う

の権利
け ん り

に関
かん

する条約
じょうやく

及
およ

び全
すべ

ての移住
いじゅう

労働者
ろうどうしゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

の構
こ う

成員
せいいん

の権利
け ん り

の保護
ほ ご

に関
かん

する

国際
こ くさい

条約
じょうやく

を想起
そ う き

し、 

(e) 障害
しょうがい

が発展
はってん

する概念
がいねん

であることを認
みと

め、また、障害
しょうがい

が、機能
き の う

障害
しょうがい

を有
ゆう

する者
もの

とこれらの者
もの

に対
たい

する

態度
た い ど

及
およ

び環境
かんきょう

による障壁
しょうへき

との間
あいだ

の相互
そ う ご

作用
さ よ う

であって、これらの者
もの

が他
た

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

として

社会
しゃかい

に完全
かんぜん

かつ効果的
こ う か て き

に参加
さ ん か

することを妨
さまた

げるものによって生
しょう

ずることを認
みと

め、 

(f) 障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する世界
せ か い

行動
こうど う

計画
けいかく

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

の機会
き か い

均等化
き ん と う か

に関
かん

する標準
ひょうじゅん

規則
き そ く

に定
さだ

める原則
げんそく

及
およ

び

政策上
せいさくじょう

の指針
し し ん

が、障害者
しょうがいしゃ

の機会
き か い

均等
きんとう

を更
さら

に促進
そくしん

するための国内的
こくないてき

、地域的
ち い き て き

及
およ

び国際的
こくさいてき

な政策
せいさく

、

計画
けいかく

及
およ

び行動
こうど う

の促進
そくしん

、作成
さくせい

及
およ

び評価
ひょうか

に影響
えいきょう

を及
およ

ぼす上
うえ

で重要
じゅうよう

であることを認
みと

め、 

(g) 持続
じ ぞ く

可能
か の う

な開発
かいはつ

に関連
かんれん

する戦略
せんりゃく

の不可分
ふ か ぶ ん

の一部
い ち ぶ

として障害
しょうがい

に関
かん

する問題
もんだい

を主流
しゅりゅう

に組
く

み入
い

れること

が重要
じゅうよう

であることを強調
きょうちょう

し、 

(h) また、いかなる者
もの

に対
たい

する障害
しょうがい

に基
もと

づく差別
さ べ つ

も、人間
にんげん

の固有
こ ゆ う

の尊厳
そんげん

及
およ

び価値
か ち

を侵害
しんがい

するものである

ことを認
みと

め、 

(i) さらに、障害者
しょうがいしゃ

の多様性
た よ う せ い

を認
みと

め、 

(j) 全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

（より多
おお

くの支援
し え ん

を必要
ひつよう

とする障害者
しょうがいしゃ

を含
ふく

む。）の人権
じんけん

を促進
そくしん

し、及
およ

び保護
ほ ご

することが

必要
ひつよう

であることを認
みと

め、 

(k) これらの種々
しゅじゅ

の文書
ぶんしょ

及
およ

び約束
やくそ く

にもかかわらず、障害者
しょうがいしゃ

が、世界
せ か い

の全
すべ

ての地域
ち い き

において、社会
しゃかい

の平等
びょうどう



な構成員
こうせいいん

としての参加
さ ん か

を妨
さまた

げる障壁
しょうへき

及
およ

び人権
じんけん

侵害
しんがい

に依然として
い ぜ ん     

直面
ちょくめん

していることを憂慮
ゆうりょ

し、 

(l) あらゆる国
く に

（特
と く

に開発
かいはつ

途上
と じ ょ う

国
こ く

）における障害者
しょうがいしゃ

の生活
せいかつ

条件
じょうけん

を改善
かいぜん

するための国際
こ くさい

協力
きょうりょく

が重要
じゅうよう

である

ことを認
みと

め、 

(m) 障害者
しょうがいしゃ

が地域
ち い き

社会
しゃかい

における全般的
ぜんぱんてき

な福祉
ふ く し

及
およ

び多様性
た よ う せ い

に対
たい

して既
すで

に貴重
きちょう

な貢献
こうけん

をしており、又
また

は

貴重
きちょう

な貢献
こうけん

をし得
う

ることを認
みと

め、また、障害者
しょうがいしゃ

による人権
じんけん

及
およ

び基本的
きほ ん て き

自由
じ ゆ う

の完全
かんぜん

な享有
きょうゆう

並
なら

びに完全
かんぜん

な参加
さ ん か

を促進
そくしん

することにより、その帰属
き ぞ く

意識
い し き

が高
たか

められること並
なら

びに社会
しゃかい

の人的
じんてき

、社会的
しゃかいてき

及
およ

び

経済的
けいざいてき

開発
かいはつ

並
なら

びに貧困
ひんこん

の撲滅
ぼくめつ

に大
おお

きな前進
ぜんしん

がもたらされることを認
みと

め、 

(n) 障害者
しょうがいしゃ

にとって、個人
こ じ ん

の自律
じ り つ

及
およ

び自立
じ り つ

（ 自
みずか

ら選択
せんたく

する自由
じ ゆ う

を含
ふく

む。）が重要
じゅうよう

であることを認
みと

め、  

(o) 障害者
しょうがいしゃ

が、政策
せいさく

及
およ

び計画
けいかく

（障害者
しょうがいしゃ

に直接
ちょくせつ

関連
かんれん

する政策
せいさく

及
およ

び計画
けいかく

を含
ふく

む。）に 係
かかわ

る意思
い し

決定
けってい

の過程
か て い

に積極的
せっきょくてき

に関与
か ん よ

する機会
き か い

を有
ゆう

すべきであることを考慮
こ う り ょ

し、 

(p) 人種
じんしゅ

、皮膚
ひ ふ

の色
いろ

、性
せい

、言語
げ ん ご

、宗教
しゅうきょう

、政治的
せ い じ て き

意見
い け ん

その他
た

の意見
い け ん

、国民的
こくみんてき

な、種族的
しゅぞくてき

な、先住
せんじゅう

民族
みんぞく

とし

ての若
も

しくは社会的
しゃかいてき

な出身
しゅっしん

、財産
ざいさん

、出生
しゅっせい

、年齢
ねんれい

又
また

は他
た

の地位
ち い

に基
もと

づく複合的
ふくごうてき

又
また

は加重的
かじゅうてき

な形態
けいたい

の

差別
さ べ つ

を受
う

けている障害者
しょうがいしゃ

が直面
ちょくめん

する困難
こんなん

な状況
じょうきょう

を憂慮
ゆうりょ

し、 

(q) 障害
しょうがい

のある女子
じ ょ し

が、家庭
か て い

の内外
ないがい

で暴力
ぼうりょく

、傷害
しょうがい

若
も

しくは虐待
ぎゃくたい

、放置
ほ う ち

若
も

しくは怠慢
たいまん

な取扱い
とりあつか   

、不当
ふ と う

な

取扱
とりあつか

い又
また

は搾取
さ く し ゅ

を受
う

ける一層
いっそう

大
おお

きな危険
き け ん

にしばしばさらされていることを認
みと

め、 

(r) 障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

が、他
た

の児童
じ ど う

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

として全
すべ

ての人権
じんけん

及
およ

び基本的
きほ ん て き

自由
じ ゆ う

を完全
かんぜん

に享
きょう

有
ゆう

すべ

きであることを認
みと

め、また、このため、児童
じ ど う

の権利
け ん り

に関
かん

する条約
じょうやく

の締約
ていやく

国
こ く

が負
お

う義務
ぎ む

を想
そう

起
き

し、 

(s) 障害者
しょうがいしゃ

による人権
じんけん

及
およ

び基本的
きほ ん て き

自由
じ ゆ う

の完全
かんぜん

な享有
きょうゆう

を促進
そくしん

するためのあらゆる努力
ど り ょ く

に性別
せいべつ

の視点
し て ん

を組
く

み込
こ

む必要
ひつよう

があることを強調
きょうちょう

し、 

(t) 障害者
しょうがいしゃ

の大多数
だ い た す う

が貧困
ひんこん

の状況下
じょうきょうか

で生活
せいかつ

している事実
じ じ つ

を強調
きょうちょう

し、また、この点
てん

に関
かん

し、貧困
ひんこん

が障害者
しょうがいしゃ

に及
およ

ぼす悪
あ く

影響
えいきょう

に対処
たいしょ

することが真
しん

に必要
ひつよう

であることを認
みと

め、 

(u) 国際
こ くさい

連合
れんごう

憲章
けんしょう

に定
さだ

める目的
も くてき

及
およ

び原則
げんそく

の十分
じゅうぶん

な尊重
そんちょう

並
なら

びに人権
じんけん

に関
かん

する適用
てきよう

可能
か の う

な文書
ぶんしょ

の遵守
じゅんしゅ

に

基
もと

づく平和
へ い わ

で安全
あんぜん

な状況
じょうきょう

が、特
と く

に武力
ぶりょ く

紛争
ふんそう

及
およ

び外国
がいこく

による占領
せんりょう

の期間中
きかんちゅう

における障害者
しょうがいしゃ

の十分
じゅうぶん

な

保護
ほ ご

に不可欠
ふ か け つ

であることに留意
りゅうい

し、 

(v) 障害者
しょうがいしゃ

が全
すべ

ての人権
じんけん

及
およ

び基本的
きほ ん て き

自由
じ ゆ う

を完全
かんぜん

に享有
きょうゆう

することを可能
か の う

とするに当
あ

たっては、物理的
ぶ つ り て き

、

社会的
しゃかいてき

、経済的
けいざいてき

及
およ

び文化的
ぶんかてき

な環境
かんきょう

並
なら

びに健康
けんこう

及
およ

び教育
きょういく

を享受
きょうじゅ

しやすいようにし、並
なら

びに情報
じょうほう

及
およ

び

通信
つうしん

を利用
り よ う

しやすいようにすることが重要
じゅうよう

であることを認
みと

め、 

(w) 個人
こ じ ん

が、他人
た に ん

に対
たい

し及
およ

びその属
ぞく

する地域社会
ちいき し ゃかい

に対
たい

して義務
ぎ む

を負
お

うこと並
なら

びに国際
こ くさい

人権
じんけん

章典
しょうてん

において

認
みと

められる権利
け ん り

の増進
ぞうしん

及
およ

び擁護
よ う ご

のために努力
ど り ょ く

する責任
せきにん

を有
ゆう

することを認識
にんしき

し、 

(x) 家族
か ぞ く

が、社会
しゃかい

の自然
し ぜ ん

かつ基礎的
き そ て き

な単
たん

位
い

であること並
なら

びに社会
しゃかい

及
およ

び国家
こ っ か

による保護
ほ ご

を受
う

ける権利
け ん り

を有
ゆう

することを確信
かくしん

し、また、障害者
しょうがいしゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

の構成員
こうせいいん

が、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

の完全
かんぜん

かつ平等
びょうどう

な享有
きょうゆう

に

向
む

けて家族
か ぞ く

が貢献
こうけん

することを可能
か の う

とするために必要
ひつよう

な保護
ほ ご

及
およ

び支援
し え ん

を受
う

けるべきであることを確信
かくしん



し、 

(y) 障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

及
およ

び尊厳
そんげん

を促進
そくしん

し、及
およ

び保護
ほ ご

するための包括的
ほうかつてき

かつ総合的
そうごうてき

な国際
こ くさい

条約
じょうやく

が、開発
かいはつ

途上
と じ ょ う

国
こ く

及
およ

び先進国
せんしんこく

において、障害者
しょうがいしゃ

の社会的
しゃかいてき

に 著
いちじる

しく不利
ふ り

な立場
た ち ば

を是正
ぜ せ い

することに重要
じゅうよう

な貢献
こうけん

を行
おこな

う

こと並
なら

びに障害者
しょうがいしゃ

が市民的
し み ん て き

、政治的
せ い じ て き

、経済的
けいざいてき

、社会的
しゃかいてき

及
およ

び文化的
ぶんかてき

分野
ぶ ん や

に均
きん

等
と う

な機会
き か い

により参加
さ ん か

する

ことを促進
そくしん

することを確信
かくしん

して、 

次
つぎ

のとおり協定
きょうてい

した。 

 

第一条
だいいちじょう

 目的
も くてき

 

この条約
じょうやく

は、全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

によるあらゆる人権
じんけん

及
およ

び基本的
きほ ん て き

自由
じ ゆ う

の完全
かんぜん

かつ平等
びょうどう

な享有
きょうゆう

を促進
そくしん

し、

保護
ほ ご

し、及
およ

び確保
か く ほ

すること並
なら

びに障害者
しょうがいしゃ

の固有
こ ゆ う

の尊厳
そんげん

の尊重
そんちょう

を促進
そくしん

することを目的
も くてき

とする。 

障害者
しょうがいしゃ

には、長期的
ちょうきてき

な身体的
しんたいてき

、精神的
せいしんてき

、知的
ち て き

又
また

は感覚的
かんかくてき

な機能
き の う

障害
しょうがい

であって、様々
さまざま

な障壁
しょうへき

との相互
そ う ご

作用
さ よ う

により他
た

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

として社会
しゃかい

に完全
かんぜん

かつ効果的
こ う か て き

に参加
さ ん か

することを妨
さまた

げ得
う

るものを有
ゆう

する

者
もの

を含
ふく

む。 

 

第二条
だいにじょう

 定義
て い ぎ

 

この条約
じょうやく

の適用上
てきようじょう

、 

「意思
い し

疎通
そ つ う

」とは、言語
げ ん ご

、文字
も じ

の表示
ひょうじ

、点字
て ん じ

、触覚
しょっかく

を使
つか

った意思
い し

疎通
そ つ う

、拡大
かくだい

文字
も じ

、利用
り よ う

しやすいマルチメデ

ィア並
なら

びに筆記
ひ っ き

、音声
おんせい

、平易
へ い い

な言葉
こ と ば

、朗読
ろ うど く

その他
た

の補助的
ほ じ ょ て き

及
およ

び代替的
だいたいてき

な意思
い し

疎通
そ つ う

の形態
けいたい

、手段
しゅだん

及
およ

び

様式
ようしき

（利用
り よ う

しやすい情報
じょうほう

通信
つうしん

機器
き き

を含
ふく

む。）をいう。 

「言語
げ ん ご

」とは、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。 

「障害
しょうがい

に基
もと

づく差別
さ べ つ

」とは、障害
しょうがい

に基
もと

づくあらゆる区別
く べ つ

、排除
はいじょ

又
また

は制限
せいげん

であって、政治的
せ い じ て き

、経済的
けいざいてき

、

社会的
しゃかいてき

、文化的
ぶんかてき

、市民的
し み ん て き

その他
た

のあらゆる分野
ぶ ん や

において、他
た

の物
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

として全
すべ

ての人権
じんけん

及
およ

び

基本的
きほ ん て き

自由
じ ゆ う

を認識
にんしき

し、享有
きょうゆう

し、又
また

は行使
こ う し

することを害
がい

し、又
また

は妨
さまた

げる目的
も くてき

又
また

は効果
こ う か

を有
ゆう

するものをいう。

障害
しょうがい

に基
もと

づく差別
さ べ つ

には、あらゆる形態
けいたい

の差別
さ べ つ

（合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の否定
ひ て い

を含
ふく

む。）を含
ふく

む。 

「合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

」とは、障害者
しょうがいしゃ

が他
た

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

として全
すべ

ての人権
じんけん

及
およ

び基本的
きほ ん て き

自由
じ ゆ う

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

するための必要
ひつよう

かつ適当
てきとう

な変更
へんこう

及
およ

び調整
ちょうせい

であって、特定
とくてい

の場合
ば あ い

において必要
ひつよう

とさ

れるものであり、かつ、均衡
きんこう

を失
しっ

した又
また

は過度
か ど

の負担
ふ た ん

を課
か

さないものをいう。 

「ユニバーサルデザイン」とは、調整
ちょうせい

又
また

は特別
とくべつ

な設計
せっけい

を必要
ひつよう

とすることなく、最大限
さいだいげん

可能
か の う

な範囲
は ん い

で全
すべ

て

の人
ひと

が使用
し よ う

することのできる製品
せいひん

、環境
かんきょう

、計画
けいかく

及
およ

びサービスの設計
せっけい

をいう。ユニバーサルデザインは、

特定
とくてい

の障害者
しょうがいしゃ

の集団
しゅうだん

のための補
ほ

装具
そ う ぐ

が必要
ひつよう

な場合
ば あ い

には、これを排除
はいじょ

するものではない。 

 

第三条
だいさんじょう

 一般
いっぱん

原則
げんそく

 



この条約
じょうやく

の原則
げんそく

は、次
つぎ

のとおりとする。 

(a) 固有
こ ゆ う

の尊厳
そんげん

、個人
こ じ ん

の自律
じ り つ

（自ら
みずか 

選択
せんたく

する自由
じ ゆ う

を含
ふく

む。）及
およ

び個人
こ じ ん

の自立
じ り つ

の尊重
そんちょう

 

(b) 無差別
む さ べ つ

 

(c) 社会
しゃかい

への完全
かんぜん

かつ効果的
こ う か て き

な参加
さ ん か

及
およ

び包容
ほうよう

 

(d) 差異
さ い

の尊重
そんちょう

並
なら

びに人間
にんげん

の多様性
た よ う せ い

の一部
い ち ぶ

及
およ

び人類
じんるい

の一員
いちいん

としての障害者
しょうがいしゃ

の受入
う け い

れ 

(e) 機会
き か い

の均等
きんとう

 

(f) 施設
し せ つ

及
およ

びサービス等
と う

の利用
り よ う

の容易
よ う い

さ  

(g) 男女
だんじょ

の平等
びょうどう

 

(h) 障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

の発達
はったつ

しつつある能力
のうりょく

の尊重
そんちょう

及
およ

び障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

がその同一性
どういつせい

を保持
ほ じ

する権利
け ん り

の

尊重
そんちょう

 

 

第四条
だいよんじょう

 一般的
いっぱんてき

義務
ぎ む

 

1. 締約
ていやく

国
こ く

は、障害
しょうがい

に基
もと

づくいかなる差別
さ べ つ

もなしに、全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

のあらゆる人権
じんけん

及
およ

び基本的
きほ ん て き

自由
じ ゆ う

を

完全
かんぜん

に実現
じつげん

することを確保
か く ほ

し、及
およ

び促進
そくしん

することを約束
やくそ く

する。このため、締約
ていやく

国
こ く

は、次
つぎ

のことを約束
やくそ く

す

る。 

(a) この条約
じょうやく

において認
みと

められる権利
け ん り

の実現
じつげん

のため、全
すべ

ての適当
てきとう

な立法
りっぽう

措置
そ ち

、行政
ぎょうせい

措置
そ ち

その他
た

の措置
そ ち

をとること。 

(b) 障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する差別
さ べ つ

となる既存
き そ ん

の法律
ほうりつ

、規則
き そ く

、慣習
かんしゅう

及
およ

び慣行
かんこう

を修正
しゅうせい

し、又
また

は廃止
は い し

するための全
すべ

ての

適当
てきとう

な措置
そ ち

（立法
りっぽう

を含
ふく

む。）をとること。 

(c) 全
すべ

ての政策
せいさく

及
およ

び計画
けいかく

において障害者
しょうがいしゃ

の人権
じんけん

の保護
ほ ご

及
およ

び促進
そくしん

を考慮
こ う り ょ

に入
い

れること。 

(d) この条約
じょうやく

と両立
りょうりつ

しないいかなる行為
こ う い

又
また

は慣行
かんこう

も差
さ

し控
ひか

えること。また、 公
おおやけ

の当局
とうきょく

及
およ

び機関
き か ん

がこの

条約
じょうやく

に従
したが

って行動
こうど う

することを確保
か く ほ

すること。 

(e) いかなる個人
こ じ ん

、団体
だんたい

又
また

は民間
みんかん

企業
きぎょう

による障害
しょうがい

に基
もと

づく差別
さ べ つ

も撤廃
てっぱい

するための全
すべ

ての適当
てきとう

な措置
そ ち

をと

ること。 

(f) 第二条
だいにじょう

に規定
き て い

するユニバーサルデザインの製品
せいひん

、サービス、設備
せ つ び

及
およ

び施設
し せ つ

であって、障害者
しょうがいしゃ

に特有
と くゆ う

のニーズを満
み

たすために必要
ひつよう

な調整
ちょうせい

が可能
か の う

な限
かぎ

り最小限
さいしょうげん

であり、かつ、当該
とうがい

ニーズを満
み

たすために

必要
ひつよう

な費用
ひ よ う

が最小限
さいしょうげん

であるべきものについての研究
けんきゅう

及
およ

び開発
かいはつ

を実施
じ っ し

し、又
また

は促進
そくしん

すること。また、

当該
とうがい

ユニバーサルデザインの製品
せいひん

、サービス、設備
せ つ び

及
およ

び施設
し せ つ

の利用
り よ う

可能性
かの うせい

及
およ

び使用
し よ う

を促進
そくしん

すること。

さらに、基準
きじゅん

及
およ

び指針
し し ん

を作成
さくせい

するに当
あ

たっては、ユニバーサルデザインが当該
とうがい

基準
きじゅん

及
およ

び指針
し し ん

に含
ふく

ま

れることを促進
そくしん

すること。 

(g) 障害者
しょうがいしゃ

に適
てき

した新
あら

たな機器
き き

（情報
じょうほう

通信
つうしん

機器
き き

、移動
い ど う

補助
ほ じ ょ

具
ぐ

、補
ほ

装具
そ う ぐ

及
およ

び支援
し え ん

機器
き き

を含
ふく

む。）について

の研究
けんきゅう

及
およ

び開発
かいはつ

を実施
じ っ し

し、又
また

は促進
そくしん

し、並
なら

びに当該
とうがい

新
あら

たな機器
き き

の利用
り よ う

可能性
かの うせい

及
およ

び使用
し よ う

を促進
そくしん

する



こと。この場合
ば あ い

において、締約
ていやく

国
こ く

は、負担
ふ た ん

しやすい費用
ひ よ う

の機器
き き

を優先
ゆうせん

させる。 

(h) 移動
い ど う

補助
ほ じ ょ

具
ぐ

、補
ほ

装具
そ う ぐ

及
およ

び支援
し え ん

機器
き き

（新
あら

たな機器
き き

を含
ふく

む。）並
なら

びに他
た

の形態
けいたい

の援助
えんじょ

、支援
し え ん

サービス及
およ

び施設
し せ つ

に関
かん

する情報
じょうほう

であって、障害者
しょうがいしゃ

にとって利用
り よ う

しやすいものを提供
ていきょう

すること。 

(i) この条約
じょうやく

において認
みと

められる権利
け ん り

によって保障
ほしょう

される支援
し え ん

及
およ

びサービスをより良
よ

く提
てい

供
きょう

するため、

障害者
しょうがいしゃ

と共
とも

に行動
こうど う

する専門家
せんもんか

及
およ

び職員
しょくいん

に対
たい

する当該
とうがい

権利
け ん り

に関
かん

する研修
けんしゅう

を促進
そくしん

すること。 

2. 各締約
かくていやく

国
こ く

は、経済的
けいざいてき

、社会的
しゃかいてき

及
およ

び文化的
ぶんかてき

権利
け ん り

に関
かん

しては、これらの権利
け ん り

の完全
かんぜん

な実現
じつげん

を漸進的
ぜんしんてき

に

達成
たっせい

するため、自国
じ こ く

における利用
り よ う

可能
か の う

な手段
しゅだん

を最大限
さいだいげん

に用
もち

いることにより、また、必要
ひつよう

な場合
ば あ い

には

国際
こ くさい

協力
きょうりょく

の枠内
わくない

で、措置
そ ち

をとることを約束
やくそ く

する。ただし、この条約
じょうやく

に定
さだ

める義務
ぎ む

であって、国際法
こくさいほう

に

従
したが

って直
ただ

ちに適用
てきよう

されるものに影響
えいきょう

を及
およ

ぼすものではない。 

3. 締約
ていやく

国
こ く

は、この条約
じょうやく

を実施
じ っ し

するための法令
ほうれい

及
およ

び政策
せいさく

の作成
さくせい

及
およ

び実施
じ っ し

において、並
なら

びに障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する問題
もんだい

についての他
た

の意思
い し

決定
けってい

過程
か て い

において、障害者
しょうがいしゃ

（障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

を含
ふく

む。以下
い か

この３にお

いて同
おな

じ。）を代表
だいひょう

する団体
だんたい

を通
つう

じ、障害者
しょうがいしゃ

と緊密
きんみつ

に協議
きょうぎ

し、及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

を積極的
せっきょくてき

に関与
か ん よ

させる。 

4. この条約
じょうやく

のいかなる規定
き て い

も、締約国
ていやくこく

の法律又
ほうりつまた

は締
てい

約
やく

国
こ く

について効力
こうりょく

を有
ゆう

する国際法
こくさいほう

に含
ふく

まれる規定
き て い

であって障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

の実現
じつげん

に一層
いっそう

貢献
こうけん

するものに影響
えいきょう

を及
およ

ぼすものではない。この条約
じょうやく

のいずれ

かの締約
ていやく

国
こ く

において法律
ほうりつ

、条約
じょうやく

、規則
き そ く

又
また

は慣習
かんしゅう

によって認
みと

められ、又
また

は存
そん

する人権
じんけん

及
およ

び基本的
きほ ん て き

自由
じ ゆ う

については、この条約
じょうやく

がそれらの権利
け ん り

若
も

しくは自由
じ ゆ う

を認
みと

めていないこと又
また

はその認
みと

める範囲
は ん い

がより狭
せま

いことを理由
り ゆ う

として、それらの権利
け ん り

及
およ

び自由
じ ゆ う

を制限
せいげん

し、又
また

は侵
おか

してはならない。 

5. この条約
じょうやく

は、いかなる制限
せいげん

又
また

は例外
れいがい

もなしに、連邦
れんぽう

国家
こ っ か

の全
すべ

ての地域
ち い き

について適用
てきよう

する。 

 

第五条
だいごじょう

 平等
びょうどう

及
およ

び無差別
む さ べ つ

 

1. 締約
ていやく

国
こ く

は、全
すべ

ての者
もの

が、法律
ほうりつ

の前
まえ

に又
また

は法律
ほうりつ

に基
もと

づいて平等
びょうどう

であり、並
なら

びにいかなる差別
さ べ つ

もなしに

法律
ほうりつ

による平等
びょうどう

の保護
ほ ご

及
およ

び利益
り え き

を受
う

ける権利
け ん り

を有
ゆう

することを認
みと

める。 

2. 締約
ていやく

国
こ く

は、障害
しょうがい

に基
もと

づくあらゆる差別
さ べ つ

を禁止
き ん し

するものとし、いかなる理由
り ゆ う

による差別
さ べ つ

に対
たい

しても平等
びょうどう

かつ効果的
こ う か て き

な法的
ほうてき

保護
ほ ご

を障害者
しょうがいしゃ

に保障
ほしょう

する。 

3. 締約
ていやく

国
こ く

は、平等
びょうどう

を促進
そくしん

し、及
およ

び差別
さ べ つ

を撤廃
てっぱい

することを目的
も くてき

として、合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

が提
てい

供
きょう

されることを

確保
か く ほ

するための全
すべ

ての適当
てきとう

な措置
そ ち

をとる。 

4. 障害者
しょうがいしゃ

の事実上
じじつじょう

の平等
びょうどう

を促進
そくしん

し、又
また

は達成
たっせい

するために必要
ひつよう

な特別
とくべつ

の措置
そ ち

は、この条約
じょうやく

に規定
き て い

する

差別
さ べ つ

と解
かい

してはならない。 

 

第六条
だいろくじょう

  障害
しょうがい

のある女子
じ ょ し

 

1. 締約
ていやく

国
こ く

は、障害
しょうがい

のある女子
じ ょ し

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

するものとし、この点
てん

に関
かん

し、

障害
しょうがい

のある女子
じ ょ し

が全
すべ

ての人権
じんけん

及
およ

び基本的
きほ ん て き

自由
じ ゆ う

を完全
かんぜん

かつ平等
びょうどう

に享有
きょうゆう

することを確保
か く ほ

するための



措置
そ ち

をとる。 

2. 締約
ていやく

国
こ く

は、女子
じ ょ し

に対
たい

してこの条約
じょうやく

に定
さだ

める人権
じんけん

及
およ

び基本的
きほ ん て き

自由
じ ゆ う

を行使
こ う し

し、及
およ

び享
きょう

有
ゆう

することを保障
ほしょう

することを目的
も くてき

として、女子
じ ょ し

の完全
かんぜん

な能力
のうりょく

開発
かいはつ

、向上
こうじょう

及
およ

び自律的
じ り つ て き

な力
ちから

の育成
いくせい

を確保
か く ほ

するための全
すべ

て

の適当
てきとう

な措置
そ ち

をとる。 

 

第七条
だいななじょう

 障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

 

1. 締約
ていやく

国
こ く

は、障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

が他
た

の児童
じ ど う

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

として全
すべ

ての人権
じんけん

及
およ

び基本的
きほ ん て き

自由
じ ゆ う

を完全
かんぜん

に

享有
きょうゆう

することを確保
か く ほ

するための全
すべ

ての必要
ひつよう

な措置
そ ち

をとる。 

2. 障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

に関
かん

する全
すべ

ての措置
そ ち

をとるに当
あ

たっては、児童
じ ど う

の最善
さいぜん

の利益
り え き

が主
しゅ

として考慮
こ う り ょ

される

ものとする。 

3. 締約
ていやく

国
こ く

は、障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

が、自己
じ こ

に影響
えいきょう

を及
およ

ぼす全
すべ

ての事項
じ こ う

について自由
じ ゆ う

に自己
じ こ

の意見
い け ん

を表明
ひょうめい

する権利
け ん り

並
なら

びにこの権利
け ん り

を実現
じつげん

するための障害
しょうがい

及び
およ   

年齢
ねんれい

に適
てき

した支援
し え ん

を提供
ていきょう

される権利
け ん り

を有
ゆう

するこ

とを確保
か く ほ

する。この場合
ば あ い

において、障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

の意見
い け ん

は、他
た

の児童
じ ど う

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

として、その

児童
じ ど う

の年齢
ねんれい

及
およ

び成
せい

熟度
じゅ くど

に従
したが

って相応
そうおう

に考慮
こ う り ょ

されるものとする。 

 

第八条
だいはちじょう

 意識
い し き

の向上
こうじょう

 

1. 締約
ていやく

国
こ く

は、次
つぎ

のことのための即時
そ く じ

の、効果的
こ う か て き

なかつ適当
てきとう

な措置
そ ち

をとることを約束
やくそ く

する。 

(a) 障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する社会
しゃかい

全体
ぜんたい

（各家庭
か く か て い

を含
ふく

む。）の意識
い し き

を向上
こうじょう

させ、並
なら

びに障害者
しょうがいしゃ

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

を育成
いくせい

すること。 

(b) あらゆる活動
かつどう

分野
ぶ ん や

における障害者
しょうがいしゃ

に関
かん

する定型化
ていけいか

された観念
かんねん

、偏見
へんけん

及
およ

び有害
ゆうがい

な慣行
かんこう

（性
せい

及
およ

び年齢
ねんれい

に

基
もと

づくものを含
ふく

む。）と戦
たたか

うこと。 

(c) 障害者
しょうがいしゃ

の能力
のうりょく

及
およ

び貢献
こうけん

に関
かん

する意識
い し き

を向
こ う

上
じょう

させること。  

2. このため、１の措置
そ ち

には、次
つぎ

のことを含
ふく

む。 

(a) 次
つぎ

のことのための効果的
こ う か て き

な公衆
こうしゅう

の意識
い し き

の啓発
けいはつ

活動
かつどう

を開始
か い し

し、及
およ

び維
い

持
じ

すること。  

(i) 障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に対
たい

する理解
り か い

を育
そだ

てること。  

(ii) 障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する肯定的
こうていてき

認識
にんしき

及
およ

び一層
いっそう

の社会
しゃかい

の啓発
けいはつ

を促進
そくしん

すること。  

(iii) 障害者
しょうがいしゃ

の技能
ぎ の う

、長所
ちょうしょ

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

に対
たい

する障害者
しょうがいしゃ

の貢献
こうけん

についての認識
にんしき

を促進
そくしん

すること。 

(b) 教育
きょういく

制度
せ い ど

の全
すべ

ての段階
だんかい

（幼年期
よ う ね ん き

からの全
すべ

ての児童
じ ど う

に対
たい

する教育
きょういく

制度
せ い ど

を含
ふく

む。）において、障害者
しょうがいしゃ

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。 

(c) 全
すべ

ての報道
ほうどう

機関
き か ん

が、この条約
じょうやく

の目的
も くてき

に適
てき

合
ごう

するように障害者
しょうがいしゃ

を描写
びょうしゃ

するよう奨励
しょうれい

すること。 障害者
しょうがいしゃ

及
およ

びその権利
け ん り

に関
かん

する啓発
けいはつ

のための研修
けんしゅう

計画
けいかく

を促進
そくしん

すること。  



 

第九条
だいきゅうじょう

 施設
し せ つ

及
およ

びサービス等
と う

の利用
り よ う

の容易
よ う い

さ 

1. 締約
ていやく

国
こ く

は、障害者
しょうがいしゃ

が自立
じ り つ

して生活
せいかつ

し、及
およ

び生活
せいかつ

のあらゆる側面
そくめん

に完全
かんぜん

に参加
さ ん か

することを可能
か の う

にする

ことを目的
も くてき

として、障害者
しょうがいしゃ

が、他
た

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

として、都市
と し

及
およ

び農村
のうそん

の双方
そうほう

において、物理的
ぶ つ り て き

環境
かんきょう

、輸送
ゆ そ う

機関
き か ん

、情報
じょうほう

通信
つうしん

（情報
じょうほう

通信
つうしん

機器
き き

及
およ

び情報
じょうほう

通信
つうしん

システムを含
ふく

む。）並
なら

びに公衆
こうしゅう

に開放
かいほう

され、

又
また

は提
てい

供
きょう

される他
た

の施設
し せ つ

及
およ

びサービスを利用
り よ う

する機会
き か い

を有
ゆう

することを確保
か く ほ

するための適当
てきとう

な措置
そ ち

を

とる。この措置
そ ち

は、施設
し せ つ

及
およ

びサービス等
と う

の利用
り よ う

の容易
よ う い

さに対
たい

する妨
さまた

げ及
およ

び障壁
しょうへき

を特定
とくてい

し、及
およ

び撤廃
てっぱい

することを含
ふく

むものとし、特
と く

に次
つぎ

の事項
じ こ う

について適用
てきよう

する。 

(a) 建物
たてもの

、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

及
およ

び屋外
おくがい

の施設
し せ つ

（学校
がっこう

、住居
じゅうきょ

、医療
いりょう

施設
し せ つ

及
およ

び職場
し ょ くば

を含
ふく

む。 

(b) 情報
じょうほう

、通信
つうしん

その他
た

のサービス（電子
で ん し

サービス及
およ

び緊
きん

急事態
きゅうじたい

に係
かか

るサービスを含
ふく

む。 

2. 締約
ていやく

国
こ く

は、また、次
つぎ

のことのための適当
てきとう

な措置
そ ち

をとる。 

(a) 公衆
こうしゅう

に開放
かいほう

され、又
また

は提
てい

供
きょう

される施設
し せ つ

及
およ

びサービスの利用
り よ う

の容易
よ う い

さに関
かん

する最低
さいてい

基準
きじゅん

及
およ

び指針
し し ん

を

作成
さくせい

し、及
およ

び公表
こうひょう

し、並
なら

びに当該
とうがい

最低
さいてい

基準
きじゅん

及
およ

び指針
し し ん

の実施
じ っ し

を監視
か ん し

すること。 

(b) 公衆
こうしゅう

に開放
かいほう

され、又
また

は提
てい

供
きょう

される施設
し せ つ

及
およ

びサービスを提供
ていきょう

する民間
みんかん

の団体
だんたい

が、当該
とうがい

施設
し せ つ

及
およ

びサー

ビスの障害者
しょうがいしゃ

にとっての利用
り よ う

の容易
よ う い

さについてあらゆる側面
そくめん

を考慮
こ う り ょ

することを確保
か く ほ

すること。 

(c) 施設
し せ つ

及
およ

びサービス等
と う

の利用
り よ う

の容易さ
よ う い  

に関
かん

して障害者
しょうがいしゃ

が直面
ちょくめん

する問題
もんだい

についての研修
けんしゅう

を関係
かんけい

者
しゃ

に提
てい

供
きょう

すること。 

(d) 公衆
こうしゅう

に開放
かいほう

される建物
たてもの

その他
た

の施設
し せ つ

において、点字
て ん じ

の表示
ひょうじ

及
およ

び読
よ

みやすく、かつ、理解
り か い

しやすい

形式
けいしき

の表示
ひょうじ

を提
てい

供
きょう

すること。 

(e) 公衆
こうしゅう

に開
かい

放
ほう

される建物
たてもの

その他
た

の施設
し せ つ

の利用
り よ う

の容易
よ う い

さを促進
そくしん

するため、人
ひと

又
また

は動物
どうぶつ

による支援
し え ん

及
およ

び

仲介
ちゅうかい

する者
もの

（案内者
あんないしゃ

、朗読者
ろうど くしゃ

及
およ

び専門
せんもん

の手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

を含
ふく

む。）を提供
ていきょう

すること。 

(f) 障害者
しょうがいしゃ

が情報
じょうほう

を利用
り よ う

する機会
き か い

を有
ゆう

することを確保
か く ほ

するため、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する他
ほか

の適当
てきとう

な形態
けいたい

の援助
えんじょ

及
およ

び支援
し え ん

を促進
そくしん

すること。 

(g) 障害者
しょうがいしゃ

が新
あら

たな情報
じょうほう

通信
つうしん

機器
き き

及
およ

び情報
じょうほう

通信
つうしん

システム（インターネットを含
ふく

む。）を利用
り よ う

する機会
き か い

を有
ゆう

することを促進
そくしん

すること。 

(h) 情報
じょうほう

通信
つうしん

機器
き き

及
およ

び情報
じょうほう

通信
つうしん

システムを最小限
さいしょうげん

の費用
ひ よ う

で利用
り よ う

しやすいものとするため、早
はや

い段階
だんかい

で、

利用
り よ う

しやすい情報
じょうほう

通信
つうしん

機器
き き

及
およ

び情報
じょうほう

通信
つうしん

システムの設計
せっけい

、開発
かいはつ

、生産
せいさん

及
およ

び流通
りゅうつう

を促進
そくしん

すること。 

 

第十条
だいじゅうじょう

 生命
せいめい

に対
たい

する権利
け ん り

 

締約
ていやく

国
こ く

は、全
すべ

ての人間
にんげん

が生命
せいめい

に対
たい

する固有
こ ゆ う

の権利
け ん り

を有
ゆう

することを再確認
さいかくにん

するものとし、障害者
しょうがいしゃ

が他
た

の

者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

としてその権利
け ん り

を効果的
こ う か て き

に享有
きょうゆう

することを確保
か く ほ

するための全
すべ

ての必要
ひつよう

な措置
そ ち

をとる。 

 



第十一条
だいじゅういちじょう

 危険
き け ん

な状況
じょうきょう

及
およ

び人道上
じんどうじょう

の緊急
きんきゅう

事態
じ た い

 

締約
ていやく

国
こ く

は、国際法
こくさいほう

（国際
こ くさい

人道法
じんどうほう

及
およ

び国際
こ くさい

人権法
じんけんほう

を含
ふく

む。）に基
もと

づく自国
じ こ く

の義務
ぎ む

に従
したが

い、危険
き け ん

な状況
じょうきょう

（武力
ぶりょ く

紛争
ふんそう

、人道上
じんどうじょう

の緊
きん

急事態
きゅうじたい

及
およ

び自然
し ぜ ん

災害
さいがい

の発生
はっせい

を含
ふく

む。）において障害者
しょうがいしゃ

の保護
ほ ご

及
およ

び安全
あんぜん

を確保
か く ほ

するための全
すべ

ての必要
ひつよう

な措置
そ ち

をとる。 

 

第十二条
だいじゅうにじょう

 法律
ほうりつ

の前
まえ

にひとしく認
みと

められる権利
け ん り

 

1. 締約
ていやく

国
こ く

は、障害者
しょうがいしゃ

が全
すべ

ての場所
ば し ょ

において法律
ほうりつ

の前
まえ

に人
ひと

として認
みと

められる権利
け ん り

を有
ゆう

することを再確認
さいかくにん

する。 

2. 締約
ていやく

国
こ く

は、障害者
しょうがいしゃ

が生活
せいかつ

のあらゆる側面
そくめん

において他
た

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

として法的
ほうてき

能力
のうりょく

を享
きょう

有
ゆう

す

ることを認
みと

める。 

3. 締約
ていやく

国
こ く

は、障害者
しょうがいしゃ

がその法的
ほうてき

能力
のうりょく

の行使
こ う し

に当
あ

たって必要
ひつよう

とする支援
し え ん

を利用
り よ う

する機会
き か い

を提供
ていきょう

するた

めの適当
てきとう

な措置
そ ち

をとる。 

4. 締約
ていやく

国
こ く

は、法的
ほうてき

能力
のうりょく

の行使
こ う し

に関連
かんれん

する全
すべ

ての措置
そ ち

において、濫用
らんよう

を防止
ぼ う し

するための適当
てきとう

かつ

効果的
こ う か て き

な保障
ほしょう

を国際
こ くさい

人権法
じんけんほう

に従
したが

って定
さだ

めることを確保
か く ほ

する。当該
とうがい

保障
ほしょう

は、法的
ほうてき

能力
のうりょく

の行使
こ う し

に関連
かんれん

する措置
そ ち

が、障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

、意思
い し

及
およ

び選好
せんこう

を尊重
そんちょう

すること、利益相
り え き そ う

反
はん

を生
しょう

じさせず、及
およ

び不当
ふ と う

な

影響
えいきょう

を及
およ

ぼさないこと、障害者
しょうがいしゃ

の状況
じょうきょう

に応
おう

じ、かつ、適合
てきごう

すること、可能
か の う

な限
かぎ

り短
みじか

い期間
き か ん

に適用
てきよう

され

ること並
なら

びに権限
けんげん

のある、独立
どくりつ

の、かつ、公平
こうへい

な当局
とうきょく

又
また

は司法
し ほ う

機関
き か ん

による定期的
て い き て き

な審査
し ん さ

の対象
たいしょう

とな

ることを確保
か く ほ

するものとする。当該
とうがい

保障
ほしょう

は、当該
とうがい

措置
そ ち

が障害者
しょうがいしゃ

の権
けん

利
り

及
およ

び利
り

益
えき

に及
およ

ぼす影響
えいきょう

の程度
て い ど

に応
おう

じたものとする。 

5. 締約
ていやく

国
こ く

は、この条
じょう

の規定
き て い

に従
したが

うことを条件
じょうけん

として、障害者
しょうがいしゃ

が財産
ざいさん

を所有
しょゆう

し、又
また

は相続
そうぞく

し、自己
じ こ

の会計
かいけい

を管理
か ん り

し、及
およ

び銀行
ぎんこう

貸付
か し つ

け、抵当
ていとう

その他
た

の形態
けいたい

の金融上
きんゆうじょう

の信用
しんよう

を利用
り よ う

する均等
きんとう

な機会
き か い

を有
ゆう

すること

についての平等
びょうどう

の権利
け ん り

を確保
か く ほ

するための全
すべ

ての適当
てきとう

かつ効果的
こ う か て き

な措置
そ ち

をとるものとし、障害者
しょうがいしゃ

がそ

の財産
ざいさん

を恣意的
し い て き

に奪
うば

われないことを確保
か く ほ

する。 

 

第十三条
だいじゅうさんじょう

 司法
し ほ う

手続
てつづき

の利用
り よ う

の機会
き か い

 

1. 締約
ていやく

国
こ く

は、障害者
しょうがいしゃ

が全
すべ

ての法的
ほうてき

手続
てつづき

（捜査
そ う さ

段階
だんかい

その他
た

予備的
よ び て き

な段階
だんかい

を含
ふく

む。）において直接
ちょくせつ

及
およ

び

間接
かんせつ

の参加者
さ ん か し ゃ

（証人
しょうにん

を含
ふく

む。）として効果的
こ う か て き

な役割
やくわり

を果
は

たすことを容易
よ う い

にするため、手続上
てつづきじょう

の配慮
はいりょ

及
およ

び年齢
ねんれい

に適
てき

した配慮
はいりょ

が提供
ていきょう

されること等
と う

により、障害者
しょうがいしゃ

が他
た

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

として司法
し ほ う

手続
てつづき

を

利用
り よ う

する効果的
こ う か て き

な機会
き か い

を有
ゆう

することを確保
か く ほ

する。 

2. 締約
ていやく

国
こ く

は、障害者
しょうがいしゃ

が司法
し ほ う

手続
てつづき

を利用
り よ う

する効果的
こ う か て き

な機会
き か い

を有
ゆう

することを確保
か く ほ

することに役立
や く だ

てるため、

司法
し ほ う

に係
かか

る分野
ぶ ん や

に携
たずさ

わる者
もの

（警察官
けいさつかん

及
およ

び刑務官
けいむかん

を含
ふく

む。）に対
たい

する適当
てきとう

な研修
けんしゅう

を促
そ く

進
しん

する。 

 



第十四条
だいじゅうよんじょう

 身体
しんたい

の自由
じ ゆ う

及
およ

び安全
あんぜん

 

1. 締約
ていやく

国
こ く

は、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、他
た

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

として、次
つぎ

のことを確保
か く ほ

する。 

(a) 身体
しんたい

の自由
じ ゆ う

及
およ

び安全
あんぜん

についての権利
け ん り

を享有
きょうゆう

すること。 

(b) 不法
ふ ほ う

に又
また

は恣意的
し い て き

に自由
じ ゆ う

を奪
うば

われないこと、いかなる自由
じ ゆ う

の剥奪
はくだつ

も法律
ほうりつ

に従
したが

って行
おこな

われること及
およ

びいかなる場合
ば あ い

においても自由
じ ゆ う

の剥奪
はくだつ

が障害
しょうがい

の存在
そんざい

によって正当化
せ い と う か

されないこと。 

2. 締約
ていやく

国
こ く

は、障害者
しょうがいしゃ

がいずれの手続
てつづき

を通
つう

じて自由
じ ゆ う

を奪
うば

われた場合
ば あ い

であっても、当該
とうがい

障害者
しょうがいしゃ

が、他
た

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

として国際
こ くさい

人権法
じんけんほう

による保障
ほしょう

を受
う

ける権利
け ん り

を有
ゆう

すること並
なら

びにこの条約
じょうやく

の目的
も くてき

及
およ

び

原則
げんそく

に従
したが

って取
と

り扱
あつか

われること（合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

の提供
ていきょう

によるものを含
ふく

む。）を確保
か く ほ

する。 

 

第十五条
だいじゅうごじょう

 拷問
ごうもん

又
また

は残虐
ざんぎゃく

な、非人道的
ひ じん ど う て き

な若
も

しくは品位
ひ ん い

を傷
きず

つける取扱
とりあつか

い若
も

しくは刑罰
けいばつ

からの自由
じ ゆ う

 

1. いかなる者
もの

も、拷問
ごうもん

又
また

は残虐
ざんぎゃく

な、非人道的
ひ じん ど う て き

な若
も

しくは品位
ひ ん い

を傷
きず

つける取扱
とりあつか

い若
も

しくは刑罰
けいばつ

を受
う

けない。

特
と く

に、いかなる者
もの

も、その自由
じ ゆ う

な同意
ど う い

なしに医学的
い が く て き

又
また

は科学的
か が く て き

実験
じっけん

を受
う

けない。 

2. 締約
ていやく

国
こ く

は、障害者
しょうがいしゃ

が、他
た

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

として、拷問
ごうもん

又
また

は残虐
ざんぎゃく

な、非人道的
ひ じん ど う て き

な若
も

しくは品位
ひ ん い

を傷
きず

つける取扱
とりあつか

い若
も

しくは刑罰
けいばつ

を受
う

けることがないようにするため、全
すべ

ての効果的
こ う か て き

な立法
りっぽう

上
じょう

、行政上
ぎょうせいじょう

、

司法上
しほうじ ょう

その他
た

の措置
そ ち

をとる。 

 

第十六条
だいじゅうろくじょう

 搾取
さ く し ゅ

、暴力
ぼうりょく

及
およ

び虐待
ぎゃくたい

からの自由
じ ゆ う

 

1. 締約
ていやく

国
こ く

は、家庭
か て い

の内外
ないがい

におけるあらゆる形態
けいたい

の搾取
さ く し ゅ

、暴力
ぼうりょく

及
およ

び虐待
ぎゃくたい

（性別
せいべつ

に基
もと

づくものを含
ふく

む。）か

ら障害者
しょうがいしゃ

を保護
ほ ご

するための全
すべ

ての適当
てきとう

な立法上
りっぽうじょう

、行政上
ぎょうせいじょう

、社会上
しゃかいじょう

、教育上
きょういくじょう

その他
た

の措置
そ ち

をとる。 

2. また、締約
ていやく

国
こ く

は、特
と く

に、障害者
しょうがいしゃ

並
なら

びにその家族
か ぞ く

及
およ

び介護者
か い ご し ゃ

に対
たい

する適当
てきとう

な形態
けいたい

の性別
せいべつ

及
およ

び年齢
ねんれい

に

配慮
はいりょ

した援助
えんじょ

及
およ

び支援
し え ん

（搾取
さ く し ゅ

、暴力
ぼうりょく

及
およ

び虐待
ぎゃくたい

の事案
じ あ ん

を防止
ぼ う し

し、認識
にんしき

し、及
およ

び報
ほう

告
こ く

する方法
ほうほう

に関
かん

する

情報
じょうほう

及
およ

び教育
きょういく

を提供
ていきょう

することによるものを含
ふく

む。）を確保
か く ほ

することにより、あらゆる形態
けいたい

の搾取
さ く し ゅ

、暴力
ぼうりょく

及
およ

び虐待
ぎゃくたい

を防止
ぼ う し

するための全
すべ

ての適当
てきとう

な措置
そ ち

をとる。締約
ていやく

国
こ く

は、保護
ほ ご

事業
じぎょ う

が年齢
ねんれい

、性別
せいべつ

及
およ

び障害
しょうがい

に配慮
はいりょ

したものであることを確保
か く ほ

する。 

3. 締約
ていやく

国
こ く

は、あらゆる形態
けいたい

の搾取
さ く し ゅ

、暴力
ぼうりょく

及
およ

び虐待
ぎゃくたい

の発生
はっせい

を防止
ぼ う し

するため、障害者
しょうがいしゃ

に役立
や く だ

つことを意図
い と

した全
すべ

ての施設
し せ つ

及
およ

び計画
けいかく

が独立
どくりつ

した当局
とうきょく

により効果的
こ う か て き

に監視
か ん し

されることを確保
か く ほ

する。 

4. 締約
ていやく

国
こ く

は、あらゆる形態
けいたい

の搾取
さ く し ゅ

、暴力
ぼうりょく

又
また

は虐待
ぎゃくたい

の被害者
ひ が い し ゃ

となる障害者
しょうがいしゃ

の身体的
しんたいてき

、認知的
に ん ち て き

及
およ

び

心理的
し ん り て き

な回復
かいふく

、リハビリテーション並
なら

びに社会
しゃかい

復帰
ふ っ き

を促進
そくしん

するための全
すべ

ての適当
てきとう

な措置
そ ち

（保護
ほ ご

事業
じぎょ う

の提供
ていきょう

によるものを含
ふく

む。）をとる。このような回復
かいふく

及
およ

び復帰
ふ っ き

は、障害者
しょうがいしゃ

の健康
けんこう

、福祉
ふ く し

、自尊
じ そ ん

心
しん

、尊厳
そんげん

及
およ

び自律
じ り つ

を育成
いくせい

する環境
かんきょう

において行
おこな

われるものとし、性別
せいべつ

及
およ

び年齢
ねんれい

に応
おう

じたニーズを考慮
こ う り ょ

に入
い

れ

る。 

5. 締約
ていやく

国
こ く

は、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する搾取
さ く し ゅ

、暴力
ぼうりょく

及
およ

び虐待
ぎゃくたい

の事案
じ あ ん

が特定
とくてい

され、捜査
そ う さ

され、及
およ

び適当
てきとう

な場合
ば あ い

には



訴追
そ つ い

されることを確保
か く ほ

するための効果的
こ う か て き

な法令
ほうれい

及
およ

び政策
せいさく

（女子
じ ょ し

及
およ

び児童
じ ど う

に重点
じゅうてん

を置
お

いた法令
ほうれい

及
およ

び

政策
せいさく

を含
ふく

む。）を策定
さくてい

する。 

 

第十七条
だいじゅうななじょう

 個人
こ じ ん

をそのままの状態
じょうたい

で保護
ほ ご

すること 

 全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

は、他
た

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

として、その心身
しんしん

がそのままの状態
じょうたい

で尊重
そんちょう

される権利
け ん り

を有
ゆう

す

る。 

 

第十八条
だいじゅうはちじょう

 移動
い ど う

の自由
じ ゆ う

及
およ

び国籍
こくせき

についての権利
け ん り

 

1. 締約
ていやく

国
こ く

は、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して次
つぎ

のことを確保
か く ほ

すること等
と う

により、障害者
しょうがいしゃ

が他
た

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

として

移動
い ど う

の自由
じ ゆ う

、居住
きょじゅう

の自由
じ ゆ う

及
およ

び国籍
こくせき

についての権利
け ん り

を有
ゆう

することを認
みと

める。 

(a) 国籍
こくせき

を取得
し ゅ と く

し、及
およ

び変更
へんこう

する権利
け ん り

を有
ゆう

すること並
なら

びにその国籍
こくせき

を恣意的
し い て き

に又
また

は障害
しょうがい

に基
もと

づいて奪
うば

わ

れないこと。 

(b) 国籍
こくせき

に係
かか

る文書
ぶんしょ

若
も

しくは身元
み も と

に係
かか

る他
た

の文書
ぶんしょ

を入手
にゅうしゅ

し、所有
しょゆう

し、及
およ

び利用
り よ う

すること又
また

は移動
い ど う

の自由
じ ゆ う

についての権利
け ん り

の行使
こ う し

を容易
よ う い

にするために必要
ひつよう

とされる関連
かんれん

手続
てつづき

（例
たと

えば、出入国
しゅつにゅうこく

の手続
てつづき

）を利用
り よ う

することを、障害
しょうがい

に基
もと

づいて奪
うば

われないこと。 

(c) いずれの国
く に

（自国
じ こ く

を含
ふく

む。）からも自由
じ ゆ う

に離
はな

れることができること。 

(d) 自国
じ こ く

に戻
もど

る権利
け ん り

を恣意的
し い て き

に又
また

は障害
しょうがい

に基
もと

づいて奪
うば

われないこと。 

2. 障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

は、出生
しゅっせい

の後
のち

直
ただ

ちに登
と う

録
ろ く

される。障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

は、出生
しゅっせい

の時
とき

から氏名
し め い

を有
ゆう

する

権利
け ん り

及
およ

び国籍
こくせき

を取得
し ゅ と く

する権利
け ん り

を有
ゆう

するものとし、また、できる限
かぎ

りその父母
ふ ぼ

を知
し

り、かつ、その父母
ふ ぼ

に

よって養育
ようい く

される権利
け ん り

を有
ゆう

する。 

 

第十九条
だいじゅうきゅうじょう

 自立
じ り つ

した生活
せいかつ

及
およ

び地域
ち い き

社会
しゃかい

への包容
ほうよう

 

 この条約
じょうやく

の締約
ていやく

国
こ く

は、全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

が他
た

の者
もの

と平等
びょうどう

の選択
せんたく

の機会
き か い

をもって地域
ち い き

社会
しゃかい

で生活
せいかつ

する平等
びょうどう

の権利
け ん り

を有
ゆう

することを認
みと

めるものとし、障害者
しょうがいしゃ

が、この権利
け ん り

を完全
かんぜん

に享受
きょうじゅ

し、並
なら

びに地域
ち い き

社会
しゃかい

に完全
かんぜん

に

包容
ほうよう

され、及
およ

び参加
さ ん か

することを容易
よ う い

にするための効果的
こ う か て き

かつ適当
てきとう

な措置
そ ち

をとる。この措置
そ ち

には、次
つぎ

のこと

を確保
か く ほ

することによるものを含
ふく

む。 

(a) 障害者
しょうがいしゃ

が、他
た

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

として、居住地
きょじゅうち

を選択
せんたく

し、及
およ

びどこで誰
だれ

と生活
せいかつ

するかを選択
せんたく

する

機会
き か い

を有
ゆう

すること並
なら

びに特定
とくてい

の生活
せいかつ

施設
し せ つ

で生活
せいかつ

する義務
ぎ む

を負
お

わないこと。 

(b) 地域
ち い き

社会
しゃかい

における生活
せいかつ

及
およ

び地域
ち い き

社会
しゃかい

への包容
ほうよう

を支援
し え ん

し、並
なら

びに地域社会
ちいき 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

な在宅
ざいたく

サービス、居住
きょじゅう

サービスその他
た

の地域
ち い き

社会
しゃかい

支援
し え ん

サービス（個別
こ べ つ

の支援
し え ん

を

含
ふく

む。）を障害者
しょうがいしゃ

が利用
り よ う

する機会
き か い

を有
ゆう

すること。 

(c) 一般
いっぱん

住民向
じゅうみんむ

けの地域
ち い き

社会
しゃかい

サービス及
およ

び施設
し せ つ

が、障害者
しょうがいしゃ

にとって他
た

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

として利用
り よ う



可能
か の う

であり、かつ、障害者
しょうがいしゃ

のニーズに対応
たいおう

していること。 

 

第二十条
だいにじゅうじょう

 個人
こ じ ん

の移動
い ど う

を容易
よ う い

にすること 

 締約
ていやく

国
こ く

は、障害者
しょうがいしゃ

自身
じ し ん

ができる限
かぎ

り自立
じ り つ

して移動
い ど う

することを容易
よ う い

にすることを確保
か く ほ

するための効果的
こ う か て き

な

措置
そ ち

をとる。この措置
そ ち

には、次
つぎ

のことによるものを含
ふく

む。 

(a) 障害者
しょうがいしゃ

自身
じ し ん

が、自
みずか

ら選択
せんたく

する方法
ほうほう

で、自
みずか

ら選択
せんたく

する時
とき

に、かつ、負担
ふ た ん

しやすい費用
ひ よ う

で移動
い ど う

すること

を容易
よ う い

にすること。 

(b) 障害者
しょうがいしゃ

が質
しつ

の高
たか

い移動
い ど う

補助
ほ じ ょ

具
ぐ

、補
ほ

装具
そ う ぐ

、支援
し え ん

機器
き き

、人
ひと

又
また

は動物
どうぶつ

による支援
し え ん

及
およ

び仲介
ちゅうかい

する者
もの

を利用
り よ う

する機会
き か い

を得
え

やすくすること（これらを負担
ふ た ん

しやすい費用
ひ よ う

で利用
り よ う

可能
か の う

なものとすることを含
ふく

む。）。 

(c) 障害者
しょうがいしゃ

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

と共
とも

に行動
こうど う

する専門
せんもん

職員
しょくいん

に対
たい

し、移動
い ど う

のための技能
ぎ の う

に関
かん

する研修
けんしゅう

を提供
ていきょう

するこ

と。 

(d) 移動
い ど う

補助
ほ じ ょ

具
ぐ

、補
ほ

装具
そ う ぐ

及
およ

び支援
し え ん

機器
き き

を生産
せいさん

する事業体
じぎょうたい

に対
たい

し、障害者
しょうがいしゃ

の移動
い ど う

のあらゆる側面
そくめん

を考慮
こ う り ょ

するよう奨励
しょうれい

すること。 

 

第二十一条
だいにじゅういちじょう

 表現
ひょうげん

及
およ

び意見
い け ん

の自由
じ ゆ う

並
なら

びに情報
じょうほう

の利用
り よ う

の機会
き か い

 

 締約
ていやく

国
こ く

は、障害者
しょうがいしゃ

が、第二条
だいにじょう

に定
さだ

めるあらゆる形態
けいたい

の意思
い し

疎通
そ つ う

であって 自
みずか

ら選
せん

択
た く

するものにより、

表現
ひょうげん

及
およ

び意見
い け ん

の自由
じ ゆ う

（他
た

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

として情報
じょうほう

及
およ

び考
かんが

えを求
もと

め、受
う

け、及
およ

び伝
つた

える自由
じ ゆ う

を含
ふく

む。）についての権利
け ん り

を行使
こ う し

することができることを確保
か く ほ

するための全
すべ

ての適当
てきとう

な措置
そ ち

をとる。この措置
そ ち

に

は、次
つぎ

のことによるものを含
ふく

む。 

(a) 障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

し、様々
さまざま

な種類
しゅるい

の障害
しょうがい

に相応
そうおう

した利用
り よ う

しやすい様式
ようしき

及
およ

び機器
き き

により、適時
て き じ

に、かつ、

追加
つ い か

の費用
ひ よ う

を伴
ともな

わず、一般
いっぱん

公衆向
こうしゅうむ

けの情報
じょうほう

を提供
ていきょう

すること。 

(b) 公的
こうてき

な活動
かつどう

において、手話
し ゅ わ

、点字
て ん じ

、補助的
ほ じ ょ て き

及
およ

び代替的
だいたいてき

な意思
い し

疎通
そ つ う

並
なら

びに障害者
しょうがいしゃ

が自
みずか

ら選択
せんたく

する他
ほか

の全
すべ

ての利用
り よ う

しやすい意思
い し

疎通
そ つ う

の手段
しゅだん

、形態
けいたい

及
およ

び様式
ようしき

を用
もち

いることを受
う

け入
い

れ、及
およ

び容易
よ う い

にするこ

と。 

(c) 一般
いっぱん

公衆
こうしゅう

に対
たい

してサービス（インターネットによるものを含
ふく

む。）を提供
ていきょう

する民間
みんかん

の団体
だんたい

が情報
じょうほう

及
およ

びサ

ービスを障害者
しょうがいしゃ

にとって利用
り よ う

しやすい又
また

は使用
し よ う

可能
か の う

な様式
ようしき

で提供
ていきょう

するよう要請
ようせい

すること。 

(d) マスメディア（インターネットを通
つう

じて情報
じょうほう

を提供
ていきょう

する者
もの

を含
ふく

む。）がそのサービスを障害者
しょうがいしゃ

にとって

利用
り よ う

しやすいものとするよう奨励
しょうれい

すること。 

(e) 手話
し ゅ わ

の使用
し よ う

を認
みと

め、及
およ

び促進
そくしん

すること。 

 

第二十二条
だいにじゅうにじょう

 プライバシーの尊重
そんちょう

 

1. いかなる障害者
しょうがいしゃ

も、居住地
きょじゅうち

又
また

は生活
せいかつ

施設
し せ つ

のいかんを問
と

わず、そのプライバシー、家族
か ぞ く

、住居
じゅうきょ

又
また

は



通信
つうしん

その他
た

の形態
けいたい

の意思
い し

疎通
そ つ う

に対
たい

して恣意的
し い て き

に又
また

は不法
ふ ほ う

に干渉
かんしょう

されず、また、名誉
め い よ

及
およ

び信用
しんよう

を

不法
ふ ほ う

に攻撃
こうげき

されない。障害者
しょうがいしゃ

は、このような干渉
かんしょう

又
また

は攻撃
こうげき

に対
たい

する法律
ほうりつ

の保護
ほ ご

を受
う

ける権利
け ん り

を有
ゆう

す

る。 

2. 締約
ていやく

国
こ く

は、他
た

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

として、障害者
しょうがいしゃ

の個人
こ じ ん

、健康
けんこう

及
およ

びリハビリテーションに関
かん

する情報
じょうほう

に係
かか

るプライバシーを保護
ほ ご

する。 

 

第二十三条
だいにじゅうさんじょう

 家庭
か て い

及
およ

び家族
か ぞ く

の尊重
そんちょう

 

1. 締約
ていやく

国
こ く

は、他
た

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

として、婚姻
こんいん

、家族
か ぞ く

、親子
お や こ

関係
かんけい

及
およ

び個人的
こ じ ん て き

な関係
かんけい

に係
かか

る全
すべ

ての

事項
じ こ う

に関
かん

し、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する差別
さ べ つ

を撤廃
てっぱい

するための効果的
こ う か て き

かつ適当
てきとう

な措置
そ ち

をとる。この措置
そ ち

は、次
つぎ

のことを確保
か く ほ

することを目的
も くてき

とする。 

(a) 婚姻
こんいん

をすることができる年齢
ねんれい

の全
すべ

ての障害者
しょうがいしゃ

が、両当事者
り ょ う と う じ しゃ

の自由
じ ゆ う

かつ完全
かんぜん

な合意
ご う い

に基
もと

づいて婚姻
こんいん

をし、かつ、家族
か ぞ く

を形成
けいせい

する権利
け ん り

を認
みと

められること。 

(b) 障害者
しょうがいしゃ

が子
こ

の数
かず

及
およ

び出産
しゅっさん

の間隔
かんかく

を自由
じ ゆ う

にかつ責任
せきにん

をもって決定
けってい

する権利
け ん り

を認
みと

められ、また、障害者
しょうがいしゃ

が生殖
せいしょく

及
およ

び家族
か ぞ く

計画
けいかく

について年齢
ねんれい

に適
てき

した情報
じょうほう

及
およ

び教育
きょういく

を享受
きょうじゅ

する権利
け ん り

を認
みと

められること。さらに、

障害者
しょうがいしゃ

がこれらの権利
け ん り

を行使
こ う し

することを可能
か の う

とするために必要
ひつよう

な手段
しゅだん

を提供
ていきょう

されること。 

(c) 障害者
しょうがいしゃ

（児童
じ ど う

を含
ふく

む。）が、他
た

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

として生殖
せいしょく

能力
のうりょく

を保持
ほ じ

すること。 

2. 締約
ていやく

国
こ く

は、子
こ

の後見
こうけん

、養子
よ う し

縁組
えんぐみ

又
また

はこれらに類
るい

する制度
せ い ど

が国内
こくない

法令
ほうれい

に存在
そんざい

する場合
ば あ い

には、それらの

制度
せ い ど

に係
かか

る障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

及
およ

び責任
せきにん

を確保
か く ほ

する。あらゆる場合
ば あ い

において、子
こ

の最善
さいぜん

の利
り

益
えき

は至上
し じ ょ う

で

ある。締約
ていやく

国
こ く

は、障害者
しょうがいしゃ

が子
こ

の養育
ようい く

についての責任
せきにん

を遂行
すいこう

するに当
あ

たり、当該
とうがい

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して適当
てきとう

な援助
えんじょ

を与
あた

える。 

3. 締約
ていやく

国
こ く

は、障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

が家庭
か て い

生活
せいかつ

について平等
びょうどう

の権利
け ん り

を有
ゆう

することを確保
か く ほ

する。締約
ていやく

国
こ く

は、こ

の権利
け ん り

を実現
じつげん

し、並
なら

びに障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

の隠匿
いんとく

、遺棄
い き

、放置
ほ う ち

及
およ

び隔離
か く り

を防止
ぼ う し

するため、障害
しょうがい

のある

児童
じ ど う

及
およ

びその家族
か ぞ く

に対
たい

し、包括的
ほうかつてき

な情報
じょうほう

、サービス及
およ

び支援
し え ん

を早期
そ う き

に提供
ていきょう

することを約束
やくそ く

する。 

4. 締約
ていやく

国
こ く

は、児童
じ ど う

がその父母
ふ ぼ

の意思
い し

に反
はん

してその父母
ふ ぼ

から分離
ぶ ん り

されないことを確保
か く ほ

する。ただし、権限
けんげん

のある当局
とうきょく

が司法
し ほ う

の審査
し ん さ

に従
したが

うことを条件
じょうけん

として適用
てきよう

のある法律
ほうりつ

及
およ

び手続
てつづき

に従
したが

いその分離
ぶ ん り

が児童
じ ど う

の最善
さいぜん

の利益
り え き

のために必要
ひつよう

であると決定
けってい

する場合
ば あ い

は、この限
かぎ

りでない。いかなる場合
ば あ い

にも、児童
じ ど う

は、

自己
じ こ

の障害
しょうがい

又
また

は父母
ふ ぼ

の一方
いっぽう

若
も

しくは双方
そうほう

の障害
しょうがい

に基
もと

づいて父母
ふ ぼ

から分離
ぶ ん り

されない。 

5. 締約
ていやく

国
こ く

は、近親
きんしん

の家族
か ぞ く

が障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

を監護
か ん ご

することができない場合
ば あ い

には、一層
いっそう

広
ひろ

い範囲
は ん い

の

家族
か ぞ く

の中
なか

で代替的
だいたいてき

な監護
か ん ご

を提供
ていきょう

し、及
およ

びこれが不可能
ふ か の う

なときは、地域
ち い き

社会
しゃかい

の中
なか

で家庭的
かていて き

な環境
かんきょう

によ

り代替的
だいたいてき

な監護
か ん ご

を提供
ていきょう

するようあらゆる努力
ど り ょ く

を払
はら

う。 

 

第二十四条
だいにじゅうよんじょう

 教育
きょういく

 



1. 締約
ていやく

国
こ く

は、教育
きょういく

についての障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

を認
みと

める。締約
ていやく

国
こ く

は、この権利
け ん り

を差別
さ べ つ

なしに、かつ、機会
き か い

の均等
きんとう

を基礎
き そ

として実現
じつげん

するため、障害者
しょうがいしゃ

を包容
ほうよう

するあらゆる段階
だんかい

の教育
きょういく

制度
せ い ど

及
およ

び生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

を確保
か く ほ

する。当該
とうがい

教育
きょういく

制度
せ い ど

及
およ

び生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

は、次
つぎ

のことを目的
も くてき

とする。 

(a) 人間
にんげん

の潜在
せんざい

能力
のうりょく

並
なら

びに尊厳
そんげん

及
およ

び自己
じ こ

の価値
か ち

についての意識
い し き

を十分
じゅうぶん

に発達
はったつ

させ、並
なら

びに人権
じんけん

、

基本的
きほ ん て き

自由
じ ゆ う

及
およ

び人間
にんげん

の多様性
た よ う せ い

の尊重
そんちょう

を強化
きょうか

すること。 

(b) 障害者
しょうがいしゃ

が、その人格
じんかく

、才能
さいのう

及
およ

び創造力
そうぞうりょく

並
なら

びに精神的
せいしんてき

及
およ

び身体的
しんたいてき

な能力
のうりょく

をその可能
か の う

な最大
さいだい

限度
げ ん ど

まで

発達
はったつ

させること。 

(c) 障害者
しょうがいしゃ

が自由
じ ゆ う

な社会
しゃかい

に効果的
こ う か て き

に参加
さ ん か

することを可能
か の う

とすること。 

2. 締約
ていやく

国
こ く

は、１の権利
け ん り

の実現
じつげん

に当
あ

たり、次
つぎ

のことを確保
か く ほ

する。 

(a) 障害者
しょうがいしゃ

が障害
しょうがい

に基
もと

づいて一般的
いっぱんてき

な教育制度
きょういくせいど

から排除
はいじょ

されないこと及
およ

び障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

が障害
しょうがい

に基
もと

づいて無償
むしょう

のかつ義務的
ぎ む て き

な初等
し ょ と う

教育
きょういく

から又
また

は中等
ちゅうとう

教育
きょういく

から排除
はいじょ

されないこと。 

(b) 障害者
しょうがいしゃ

が、他
た

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

として、自己
じ こ

の生活
せいかつ

する地域
ち い き

社会
しゃかい

において、障害者
しょうがいしゃ

を包容
ほうよう

し、質
しつ

が高
たか

く、かつ、無償
むしょう

の初等
し ょ と う

教育
きょういく

を享受
きょうじゅ

することができること及
およ

び中等
ちゅうとう

教育
きょういく

を享受
きょうじゅ

することができるこ

と。 

(c) 個人
こ じ ん

に必要
ひつよう

とされる合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

が提供
ていきょう

されること。 

(d) 障害者
しょうがいしゃ

が、その効果的
こ う か て き

な教育
きょういく

を容易
よ う い

にするために必要
ひつよう

な支援
し え ん

を一般的
いっぱんてき

な教育
きょういく

制度
せ い ど

の下
もと

で受
う

けるこ

と。 

(e) 学問的
がくもんてき

及
およ

び社会的
しゃかいてき

な発達
はったつ

を最大
さいだい

にする環境
かんきょう

において、完全
かんぜん

な包容
ほうよう

という目標
もくひょう

に合致
が っ ち

する効果的
こ う か て き

で

個別化
こ べ つ か

された支援
し え ん

措置
そ ち

がとられること。 

3. 締約
ていやく

国
こ く

は、障害者
しょうがいしゃ

が教育
きょういく

に完全
かんぜん

かつ平等
びょうどう

に参加
さ ん か

し、及
およ

び地域
ち い き

社会
しゃかい

の構成員
こうせいいん

として完全
かんぜん

かつ平等
びょうどう

に

参加
さ ん か

することを容易
よ う い

にするため、障害者
しょうがいしゃ

が生活
せいかつ

する上
うえ

での技能
ぎ の う

及
およ

び社会的
しゃかいてき

な発達
はったつ

のための技能
ぎ の う

を

習得
しゅうとく

することを可能
か の う

とする。このため、締約
ていやく

国
こ く

は、次
つぎ

のことを含
ふく

む適当
てきとう

な措置
そ ち

をとる。 

(a) 点字
て ん じ

、代替的
だいたいてき

な文字
も じ

、意思
い し

疎通
そ つ う

の補助的
ほ じ ょ て き

及
およ

び代替的
だいたいてき

な形態
けいたい

、手段
しゅだん

及
およ

び様式
ようしき

並
なら

びに定位
て い い

及
およ

び移動
い ど う

の

ための技能
ぎ の う

の習得
しゅうとく

並
なら

びに障害者
しょうがいしゃ

相互
そ う ご

による支援
し え ん

及
およ

び助言
じょげん

を容易
よ う い

にすること。 

(b) 手話
し ゅ わ

の習得
しゅうとく

及
およ

び聾
ろう

社会
しゃかい

の言語的
げんご て き

な同一性
どういつせい

の促進
そくしん

を容易
よ う い

にすること。 

(c) 盲人
もうじん

、聾者
ろうしゃ

又
また

は盲
も う

聾者
ろうしゃ

（特
と く

に盲人
もうじん

、聾者
ろうしゃ

又
また

は盲
も う

聾者
ろうしゃ

である児童
じ ど う

）の教育
きょういく

が、その個人
こ じ ん

にとって最
もっと

も

適当
てきとう

な言語
げ ん ご

並
なら

びに意思
い し

疎通
そ つ う

の形態
けいたい

及
およ

び手段
しゅだん

で、かつ、学問的
がくもんてき

及
およ

び社会的
しゃかいてき

な発達
はったつ

を最大
さいだい

にする環境
かんきょう

において行
おこな

われることを確保
か く ほ

すること。 

4. 締約
ていやく

国
こ く

は、１の権利
け ん り

の実現
じつげん

の確保
か く ほ

を助長
じょちょう

することを目的
も くてき

として、手話
し ゅ わ

又
また

は点字
て ん じ

について能力
のうりょく

を有
ゆう

す

る教員
きょういく

（障害
しょうがい

のある教員
きょういん

を含
ふく

む。）を雇用
こ よ う

し、並
なら

びに教育
きょういく

に従事
じゅ う じ

する専門家
せんもんか

及
およ

び職員
しょくいん

（教育
きょういく

のいずれ

の段階
だんかい

において従事
じゅ う じ

するかを問
と

わない。）に対
たい

する研修
けんしゅう

を行
おこな

うための適当
てきとう

な措置
そ ち

をとる。この研修
けんしゅう

には、障害
しょうがい

についての意
い

識
しき

の向
こ う

上
じょう

を組
く

み入
い

れ、また、適当
てきとう

な意思
い し

疎通
そ つ う

の補助的
ほ じ ょ て き

及
およ

び代替的
だいたいてき

な形態
けいたい

、



手段
しゅだん

及
およ

び様式
ようしき

の使用
し よ う

並
なら

びに障害者
しょうがいしゃ

を支援
し え ん

するための教育
きょういく

技法
ぎ ほ う

及
およ

び教材
きょうざい

の使用
し よ う

を組
く

み入
い

れるものと

する。 

5. 締約
ていやく

国
こ く

は、障害者
しょうがいしゃ

が、差別
さ べ つ

なしに、かつ、他
た

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

として、一般的
いっぱんてき

な高等
こ う と う

教育
きょういく

、職業
しょくぎょう

訓練
くんれん

、成人
せいじん

教育
きょういく

及
およ

び生涯
しょうがい

学習
がくしゅう

を享受
きょうじゅ

することができることを確保
か く ほ

する。このため、締約
ていやく

国
こ く

は、合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

が障害者
しょうがいしゃ

に提供
ていきょう

されることを確保
か く ほ

する。 

 

第二十五条
だいにじゅうごじょう

 健康
けんこう

 

 締約
ていやく

国
こ く

は、障害者
しょうがいしゃ

が障害
しょうがい

に基
もと

づく差別
さ べ つ

なしに到達
とうたつ

可能
か の う

な最高
さいこう

水準
すいじゅん

の健康
けんこう

を享受
きょうじゅ

する権利
け ん り

を有
ゆう

すること

を認
みと

める。締約
ていやく

国
こ く

は、障害者
しょうがいしゃ

が性別
せいべつ

に配慮
はいりょ

した保健
ほ け ん

サービス（保健
ほ け ん

に関連
かんれん

するリハビリテーションを含
ふく

む。）を利用
り よ う

する機会
き か い

を有
ゆう

することを確保
か く ほ

するための全
すべ

ての適当
てきとう

な措置
そ ち

をとる。締約
ていやく

国
こ く

は、特
と く

に、次
つぎ

のこと

を行
おこな

う。 

(a) 障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して他
た

の者
もの

に提
てい

供
きょう

されるものと同一
どういつ

の範囲
は ん い

、質
しつ

及
およ

び水準
すいじゅん

の無償
むしょう

の又
また

は負担
ふ た ん

しやすい

費用
ひ よ う

の保健
ほ け ん

及
およ

び保健
ほ け ん

計画
けいかく

（性
せい

及
およ

び生殖
せいしょく

に係
かか

る健康
けんこう

並
なら

びに住民
じゅうみん

のための公衆
こうしゅう

衛生
えいせい

計画
けいかく

の分野
ぶ ん や

のも

のを含
ふく

む。）を提供
ていきょう

すること。 

(b) 障害者
しょうがいしゃ

が特
と く

にその障害
しょうがい

のために必要
ひつよう

とする保健
ほ け ん

サービス（早期
そ う き

発見
はっけん

及
およ

び適当
てきとう

な場合
ば あ い

には早期
そ う き

関与
か ん よ

並
なら

びに特
と く

に児童
じ ど う

及
およ

び高齢者
こうれいしゃ

の新
あら

たな障害
しょうがい

を最小限
さいしょうげん

にし、及
およ

び防止
ぼ う し

するためのサービスを含
ふく

む。）を

提供
ていきょう

すること。 

(c) これらの保健
ほ け ん

サービスを、障害者
しょうがいしゃ

自身
じ し ん

が属
ぞく

する地域
ち い き

社会
しゃかい

（農村
のうそん

を含
ふく

む。）の可
か

能
のう

な限
かぎ

り近
ちか

くにおいて

提供
ていきょう

すること。 

(d) 保健
ほ け ん

に従事
じゅ う じ

する者
もの

に対
たい

し、特
と く

に、研修
けんしゅう

を通
つう

じて及
およ

び公私
こ う し

の保健
ほ け ん

に関
かん

する倫理
り ん り

基準
きじゅん

を広
ひろ

く知
し

らせること

によって障害者
しょうがいしゃ

の人権
じんけん

、尊厳
そんげん

、自律
じ り つ

及
およ

びニーズに関
かん

する意識
い し き

を高
たか

めることにより、他
た

の者
もの

と同一
どういつ

の質
しつ

の医療
いりょう

（例
たと

えば、事情
じ じ ょ う

を知
し

らされた上
うえ

での自由
じ ゆ う

な同意
ど う い

を基礎
き そ

とした医療
いりょう

）を障害者
しょうがいしゃ

に提
てい

供
きょう

するよう

要請
ようせい

すること。 

(e) 健康
けんこう

保険
ほ け ん

及
およ

び国
こ く

内法
ないほう

により認
みと

められている場合
ば あ い

には生命
せいめい

保険
ほ け ん

の提供
ていきょう

に当
あ

たり、公正
こうせい

かつ妥当
だ と う

な

方法
ほうほう

で行
おこな

い、及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する差別
さ べ つ

を禁止
き ん し

すること。 

(f) 保健
ほ け ん

若
も

しくは保健
ほ け ん

サービス又
また

は食糧
しょくりょう

及
およ

び飲料
いんりょう

の提供
ていきょう

に関
かん

し、障害
しょうがい

に基
もと

づく差別的
さ べ つ て き

な拒否
き ょ ひ

を防止
ぼ う し

する

こと。 

 

第二十六条
だいにじゅうろくじょう

 ハビリテーション(適応
てきおう

のための技能
ぎ の う

の習得
しゅうとく

)及
およ

びリハビリテーション 

1. 締約
ていやく

国
こ く

は、障害者
しょうがいしゃ

が、最大限
さいだいげん

の自立
じ り つ

並
なら

びに十分
じゅうぶん

な身体的
しんたいてき

、精神的
せいしんてき

、社会的
しゃかいてき

及
およ

び職業的
しょくぎょうてき

な能力
のうりょく

を

達成
たっせい

し、及
およ

び維
い

持
じ

し、並
なら

びに生活
せいかつ

のあらゆる側面
そくめん

への完全
かんぜん

な包容
ほうよう

及
およ

び参加
さ ん か

を達成
たっせい

し、及
およ

び維
い

持
じ

する

ことを可能
か の う

とするための効果的
こ う か て き

かつ適当
てきとう

な措置
そ ち

（障害者
しょうがいしゃ

相互
そ う ご

による支援
し え ん

を通
つう

じたものを含
ふく

む。）をとる。



このため、締約
ていやく

国
こ く

は、特
と く

に、保健
ほ け ん

、雇用
こ よ う

、教育
きょういく

及
およ

び社会
しゃかい

に係
かか

るサービスの分野
ぶ ん や

において、ハビリテー

ション及
およ

びリハビリテーションについての包括的
ほうかつてき

なサービス及
およ

びプログラムを企画
き か く

し、強化
きょうか

し、及
およ

び

拡張
かくちょう

する。この場合
ば あ い

において、これらのサービス及
およ

びプログラムは、次
つぎ

のようなものとする。 

(a) 可能
か の う

な限
かぎ

り初期
し ょ き

の段階
だんかい

において開始
か い し

し、並
なら

びに個人
こ じ ん

のニーズ及
およ

び長所
ちょうしょ

に関
かん

する学際的
がくさいてき

な評価
ひょうか

を

基礎
き そ

とするものであること。 

(b) 地域
ち い き

社会
しゃかい

及
およ

び社会
しゃかい

のあらゆる側面
そくめん

への参加
さ ん か

及
およ

び包容
ほうよう

を支援
し え ん

し、自発的
じ は つ て き

なものであり、並
なら

びに障害者
しょうがいしゃ

自身
じ し ん

が属
ぞく

する地域
ち い き

社会
しゃかい

（農村
のうそん

を含
ふく

む。）の可能
か の う

な限
かぎ

り近
ちか

くにおいて利用
り よ う

可能
か の う

なものであること。 

2. 締約
ていやく

国
こ く

は、ハビリテーション及
およ

びリハビリテーションのサービスに従事
じゅ う じ

する専門家
せんもんか

及
およ

び職員
しょくいん

に対
たい

する

初期
し ょ き

研修
けんしゅう

及
およ

び継続的
けいぞくてき

な研修
けんしゅう

の充実
じゅうじつ

を促進
そくしん

する。 

3. 締約
ていやく

国
こ く

は、障害者
しょうがいしゃ

のために設計
せっけい

された補
ほ

装具
そ う ぐ

及
およ

び支援
し え ん

機器
き き

であって、ハビリテーション及
およ

びリハビリ

テーションに関連
かんれん

するものの利用
り よ う

可能性
かの うせい

、知識
ち し き

及
およ

び使用
し よ う

を促進
そくしん

する。 

 

第
だい

二
に

十
じゅう

七
なな

条
じょう

 労
ろう

働
どう

及
およ

び雇
こ

用
よう

 

1. 締約
ていやく

国
こ く

は、障害者
しょうがいしゃ

が他
た

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

として労働
ろうどう

についての権利
け ん り

を有
ゆう

することを認
みと

める。この

権利
け ん り

には、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して開放
かいほう

され、障害者
しょうがいしゃ

を包容
ほうよう

し、及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

にとって利用
り よ う

しやすい労働
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、障害者
しょうがいしゃ

が自由
じ ゆ う

に選択
せんたく

し、又
また

は承諾
しょうだく

する労働
ろうどう

によって生計
せいけい

を立
た

てる機会
き か い

を有
ゆう

する権利
け ん り

を含
ふく

む。締約
ていやく

国
こ く

は、特
と く

に次
つぎ

のことのための適当
てきとう

な措置
そ ち

（立法
りっぽう

によるものを含
ふく

む。）をとること

により、労働
ろうどう

についての障害者
しょうがいしゃ

（雇用
こ よ う

の過程
か て い

で障害
しょうがい

を有
ゆう

することとなった者
もの

を含
ふく

む。）の権利
け ん り

が実現
じつげん

さ

れることを保障
ほしょう

し、及
およ

び促進
そくしん

する。 

(a) あらゆる形態
けいたい

の雇用
こ よ う

に係
かか

る全
すべ

ての事項
じ こ う

（募集
ぼしゅう

、採用
さいよう

及
およ

び雇用
こ よ う

の条件
じょうけん

、雇用
こ よ う

の継続
けいぞく

、昇進
しょうしん

並
なら

びに安全
あんぜん

かつ健康的
けんこうてき

な作業
さぎょ う

条件
じょうけん

を含
ふく

む。）に関
かん

し、障害
しょうがい

に基
もと

づく差別
さ べ つ

を禁止
き ん し

すること。 

(b) 他
た

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

として、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

（均等
きんとう

な機会
き か い

及
およ

び同一
どういつ

価値
か ち

の労働
ろうどう

について

の同一
どういつ

報酬
ほうしゅう

を含
ふく

む。）、安全
あんぜん

かつ健康的
けんこうてき

な作業
さぎょ う

条件
じょうけん

（嫌
いや

がらせからの保護
ほ ご

を含
ふく

む。）及
およ

び苦情
く じ ょ う

に対
たい

す

る救済
きゅうさい

についての障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

を保護
ほ ご

すること。 

(c) 障害者
しょうがいしゃ

が他
た

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

として労働
ろうどう

及
およ

び労働
ろうどう

組合
くみあい

についての権利
け ん り

を行使
こ う し

することができるこ

とを確保
か く ほ

すること。 

(d) 障害者
しょうがいしゃ

が技術
ぎじゅつ

及
およ

び職業
しょくぎょう

の指導
し ど う

に関
かん

する一般的
いっぱんてき

な計画
けいかく

、職業
しょくぎょう

紹介
しょうかい

サービス並
なら

びに職業
しょくぎょう

訓練
くんれん

及
およ

び

継続的
けいぞくてき

な訓練
くんれん

を利用
り よ う

する効果的
こ う か て き

な機会
き か い

を有
ゆう

することを可能
か の う

とすること。 

(e) 労働
ろうどう

市場
し じ ょ う

において障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

機会
き か い

の増大
ぞうだい

を図
はか

り、及
およ

びその昇進
しょうしん

を促進
そくしん

すること並
なら

びに職業
しょくぎょう

を求
もと

め、これに就
つ

き、これを継続
けいぞく

し、及
およ

びこれに復帰
ふ っ き

する際
さい

の支援
し え ん

を促進
そくしん

すること。 

(f) 自営
じ え い

活動
かつどう

の機会
き か い

、起業家
き ぎ ょ う か

精神
せいしん

、協同
きょうどう

組合
くみあい

の発展
はってん

及
およ

び自己
じ こ

の事業
じぎょ う

の開始
か い し

を促進
そくしん

すること。 

(g) 公的
こうてき

部門
ぶ も ん

において障害者
しょうがいしゃ

を雇用
こ よ う

すること。 



(h) 適当
てきとう

な政策
せいさく

及
およ

び措置
そ ち

（積極的
せっきょくてき

差別
さ べ つ

是正
ぜ せ い

措置
そ ち

、奨励
しょうれい

措置
そ ち

その他
た

の措置
そ ち

を含
ふく

めることができる。）を通
つう

じ

て、民間
みんかん

部門
ぶ も ん

における障害者
しょうがいしゃ

の雇用
こ よ う

を促進
そくしん

すること。 

(i) 職場
し ょ くば

において合理的
ご う り て き

配慮
はいりょ

が障害者
しょうがいしゃ

に提供
ていきょう

されることを確保
か く ほ

すること。 

(j) 開
ひら

かれた労働
ろうどう

市場
し じ ょ う

において障害者
しょうがいしゃ

が職業
しょくぎょう

経験
けいけん

を得
え

ることを促進
そくしん

すること。 

(k) 障害者
しょうがいしゃ

の職業
しょくぎょう

リハビリテーション、職業
しょくぎょう

の保持
ほ じ

及
およ

び職場
し ょ くば

復帰
ふ っ き

計画
けいかく

を促進
そくしん

すること。 

2. 締約
ていやく

国
こ く

は、障害者
しょうがいしゃ

が、奴隷
ど れ い

の状態
じょうたい

又
また

は隷属
れいぞく

状態
じょうたい

に置
お

かれないこと及
およ

び他
た

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

として

強制
きょうせい

労働
ろうどう

から保護
ほ ご

されることを確保
か く ほ

する。 

 

第二十八条
だいにじゅうはちじょう

 相当
そうと う

な生活
せいかつ

水準
すいじゅん

及
およ

び社会的
しゃかいてき

な保障
ほしょう

 

1. 締約
ていやく

国
こ く

は、障害者
しょうがいしゃ

が、自己
じ こ

及
およ

びその家族
か ぞ く

の相当
そうと う

な生活
せいかつ

水準
すいじゅん

（相当
そうと う

な食糧
しょくりょう

、衣類
い る い

及
およ

び住居
じゅうきょ

を含
ふく

む。）

についての権利
け ん り

並
なら

びに生活
せいかつ

条件
じょうけん

の不断
ふ だ ん

の改善
かいぜん

についての権利
け ん り

を有
ゆう

することを認
みと

めるものとし、障害
しょうがい

に基づく
もと     

差別
さ べ つ

なしにこの権利
け ん り

を実現
じつげん

することを保障
ほしょう

し、及
およ

び促進
そくしん

するための適
てき

当
と う

な措置
そ ち

をとる。 

2. 締約
ていやく

国
こ く

は、社会的
しゃかいてき

な保障
ほしょう

についての障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

及
およ

び障害
しょうがい

に基
もと

づく差別
さ べ つ

なしにこの権利
け ん り

を享受
きょうじゅ

す

ることについての障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

を認
みと

めるものとし、この権利
け ん り

の実現
じつげん

を保障
ほしょう

し、及び
およ   

促進
そくしん

するための

適当
てきとう

な措置
そ ち

をとる。この措置
そ ち

には、次
つぎ

のことを確保
か く ほ

するための措置
そ ち

を含
ふく

む。 

(a) 障害者
しょうがいしゃ

が清浄
せいじょう

な水
みず

のサービスを利用
り よ う

する均等
きんとう

な機会
き か い

を有
ゆう

し、及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

が障害
しょうがい

に関連
かんれん

するニーズ

に係
かかわ

る適当
てきとう

なかつ費用
ひ よ う

の負担
ふ た ん

しやすいサービス、補
ほ

装具
そ う ぐ

その他
た

の援助
えんじょ

を利用
り よ う

する機会
き か い

を有
ゆう

するこ

と。 

(b) 障害者
しょうがいしゃ

（特
と く

に、障害
しょうがい

のある女子
じ ょ し

及
およ

び高齢者
こうれいしゃ

）が社会的
しゃかいてき

な保障
ほしょう

及
およ

び貧困
ひんこん

削減
さくげん

に関
かん

する計画
けいかく

を利用
り よ う

する

機会
き か い

を有
ゆう

すること。 

(c) 貧困
ひんこん

の状況
じょうきょう

において生活
せいかつ

している障害者
しょうがいしゃ

及
およ

びその家族
か ぞ く

が障害
しょうがい

に関連
かんれん

する費用
ひ よ う

についての国
く に

の

援助
えんじょ

（適当
てきとう

な研修
けんしゅう

、カウンセリング、財政的
ざいせいてき

援助
えんじょ

及
およ

び介護者
か い ご し ゃ

の休息
きゅうそく

のための一時的
い ち じ て き

な介護
か い ご

を含
ふく

む。）

を利用
り よ う

する機会
き か い

を有
ゆう

すること。 

(d) 障害者
しょうがいしゃ

が公営
こうえい

住宅
じゅうたく

計画
けいかく

を利用
り よ う

する機会
き か い

を有
ゆう

すること。 

(e) 障害者
しょうがいしゃ

が退職
たいしょく

に伴
ともな

う給付
きゅうふ

及
およ

び計画
けいかく

を利用
り よ う

する均等
きんとう

な機会
き か い

を有
ゆう

すること。 

 

第二十九条
だいにじゅうきゅうじょう

 政治的
せ い じ て き

及
およ

び公的
こうてき

活動
かつどう

への参加
さ ん か

 

 締約
ていやく

国
こ く

は、障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

して政治的
せ い じ て き

権利
け ん り

を保障
ほしょう

し、及
およ

び他
た

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

としてこの権利
け ん り

を享受
きょうじゅ

す

る機会
き か い

を保障
ほしょう

するものとし、次
つぎ

のことを約束
やくそ く

する。 

(a) 特
と く

に次
つぎ

のことを行
おこな

うことにより、障害者
しょうがいしゃ

が、直接
ちょくせつ

に、又
また

は自由
じ ゆ う

に選んだ
えら     

代表者
だいひょうしゃ

を通
つう

じて、他
た

の者
もの

との

平等
びょうどう

を基礎
き そ

として、政治的
せ い じ て き

及
およ

び公的
こうてき

活動
かつどう

に効果的
こ う か て き

かつ完全
かんぜん

に参加
さ ん か

することができること（障害者
しょうがいしゃ

が

投票
とうひょう

し、及
およ

び選挙
せんきょ

される権利
け ん り

及
およ

び機会
き か い

を含
ふく

む。）を確保
か く ほ

すること。 



(i) 投票
とうひょう

の手続
てつづき

、設備
せ つ び

及
およ

び資料
し り ょ う

が適当
てきとう

な及
およ

び利用
り よ う

しやすいものであり、並
なら

びにその理解
り か い

及
およ

び使用
し よ う

が

容易
よ う い

であることを確保
か く ほ

すること。 

(ii) 障害者
しょうがいしゃ

が、選挙
せんきょ

及
およ

び国民
こくみん

投票
とうひょう

において脅迫
きょうはく

を受
う

けることなく秘密
ひ み つ

投票
とうひょう

によって投票
とうひょう

し、選挙
せんきょ

に

立候補
り っ こ う ほ

し、並
なら

びに政府
せ い ふ

のあらゆる段階
だんかい

において実質的
じっしつてき

に在職
ざいしょく

し、及
およ

びあらゆる公務
こ う む

を遂行
すいこう

する

権利
け ん り

を保護
ほ ご

すること。この場合
ば あ い

において、適当
てきとう

なときは支援
し え ん

機器
き き

及
およ

び新
あら

たな機器
き き

の使用
し よ う

を容易
よ う い

にするものとする。 

(iii) 選挙人
せんきょにん

としての障害者
しょうがいしゃ

の意思
い し

の自由
じ ゆ う

な表明
ひょうめい

を保障
ほしょう

すること。このため、必要
ひつよう

な場合
ば あ い

には、

障害者
しょうがいしゃ

の要請
ようせい

に応
おう

じて、当該
とうがい

障害者
しょうがいしゃ

により選択
せんたく

される者
もの

が投票
とうひょう

の際
さい

に援助
えんじょ

することを認
みと

めるこ

と。 

(b) 障害者
しょうがいしゃ

が、差別
さ べ つ

なしに、かつ、他
た

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

として、政治
せ い じ

に効果的
こ う か て き

かつ完全
かんぜん

に参加
さ ん か

すること

ができる環境
かんきょう

を積極的
せっきょくてき

に促進
そくしん

し、及
およ

び政治
せ い じ

への障害者
しょうがいしゃ

の参加
さ ん か

を奨励
しょうれい

すること。政治
せ い じ

への参加
さ ん か

には、

次
つぎ

のことを含
ふく

む。 

(i) 国
く に

の公的
こうてき

及
およ

び政治的
せ い じ て き

活動
かつどう

に関係
かんけい

のある非政府
ひ せ い ふ

機関
き か ん

及
およ

び非政府
ひ せ い ふ

団体
だんたい

に参加
さ ん か

し、並
なら

びに政党
せいとう

の

活動
かつどう

及
およ

び運営
うんえい

に参加
さ ん か

すること。 

(ii) 国際
こ くさい

、国内
こくない

、地域
ち い き

及
およ

び地方
ち ほ う

の各段階
かくだんかい

において障害者
しょうがいしゃ

を代表
だいひょう

するための障害者
しょうがいしゃ

の組織
そ し き

を結成
けっせい

し、

並
なら

びにこれに参加
さ ん か

すること。 

 

第三十条
だいさんじゅうじょう

 文化的
ぶんかてき

な生活
せいかつ

、レクリエーション、余暇
よ か

及
およ

びスポーツへの参加
さ ん か

 

1. 締約
ていやく

国
こ く

は、障害者
しょうがいしゃ

が他
た

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

として文化的
ぶんかてき

な生活
せいかつ

に参加
さ ん か

する権利
け ん り

を認
みと

めるものとし、

次
つぎ

のことを確保
か く ほ

するための全
すべ

ての適当
てきとう

な措置
そ ち

をとる。 

(a) 障害者
しょうがいしゃ

が、利用
り よ う

しやすい様式
ようしき

を通
つう

じて、文化的
ぶんかてき

な作品
さくひん

を享受
きょうじゅ

する機会
き か い

を有
ゆう

すること。 

(b) 障害者
しょうがいしゃ

が、利用
り よ う

しやすい様式
ようしき

を通
つう

じて、テレビジョン番組
ばんぐみ

、映画
え い が

、演劇
えんげき

その他
た

の文化的
ぶんかてき

な活動
かつどう

を享受
きょうじゅ

する機会
き か い

を有
ゆう

すること。 

(c) 障害者
しょうがいしゃ

が、文化的
ぶんかてき

な公演
こうえん

又
また

はサービスが行
おこな

われる場所
ば し ょ

（例
たと

えば、劇場
げきじょう

、博物館
はくぶつかん

、映画館
えいがかん

、図書館
と し ょ か ん

、

観光
かんこう

サービス）を利用
り よ う

する機会
き か い

を有
ゆう

し、並
なら

びに自国
じ こ く

の文化的
ぶんかてき

に重要
じゅうよう

な記念物
きねんぶつ

及
およ

び場所
ば し ょ

を享受
きょうじゅ

する

機会
き か い

をできる限
かぎ

り有
ゆう

すること。 

2. 締約
ていやく

国
こ く

は、障害者
しょうがいしゃ

が、自己
じ こ

の利益
り え き

のためのみでなく、社会
しゃかい

を豊
ゆた

かにするためにも、自己
じ こ

の創造的
そうぞうてき

、

芸術的
げいじゅつてき

及
およ

び知的
ち て き

な潜在
せんざい

能力
のうりょく

を開発
かいはつ

し、及
およ

び活用
かつよう

する機会
き か い

を有
ゆう

することを可能
か の う

とするための適当
てきとう

な

措置
そ ち

をとる。 

3. 締約
ていやく

国
こ く

は、国際法
こくさいほう

に従
したが

い、知的
ち て き

財産権
ざいさんけん

を保護
ほ ご

する法律
ほうりつ

が、障害者
しょうがいしゃ

が文化的
ぶんかてき

な作品
さくひん

を享受
きょうじゅ

する機会
き か い

を妨
さまた

げる不当
ふ と う

な又
また

は差別的
さ べ つ て き

な障壁
しょうへき

とならないことを確保
か く ほ

するための全
すべ

ての適当
てきとう

な措置
そ ち

をとる。 

4. 障害者
しょうがいしゃ

は、他
た

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

として、その独自
ど く じ

の文化的
ぶんかてき

及
およ

び言語的
げんご て き

な同一性
どういつせい

（手話
し ゅ わ

及
およ

び聾
ろう

文化
ぶ ん か



を含
ふく

む。）の承認
しょうにん

及
およ

び支持
し じ

を受
う

ける権利
け ん り

を有
ゆう

する。 

5. 締約
ていやく

国
こ く

は、障害者
しょうがいしゃ

が他
た

の者
もの

との平等
びょうどう

を基礎
き そ

としてレクリエーション、余暇
よ か

及
およ

びスポーツの活動
かつどう

に参加
さ ん か

することを可能
か の う

とすることを目的
も くてき

として、次
つぎ

のことのための適当
てきとう

な措置
そ ち

をとる。 

(a) 障害者
しょうがいしゃ

があらゆる水準
すいじゅん

の一般
いっぱん

のスポーツ活動
かつどう

に可能
か の う

な限
かぎ

り参加
さ ん か

することを奨励
しょうれい

し、及
およ

び促進
そくしん

するこ

と。 

(b) 障害者
しょうがいしゃ

が障害
しょうがい

に応
おう

じたスポーツ及
およ

びレクリエーションの活動
かつどう

を組織
そ し き

し、及
およ

び発展
はってん

させ、並
なら

びにこれら

に参加
さ ん か

する機会
き か い

を有
ゆう

することを確保
か く ほ

すること。このため、適当
てきとう

な指導
し ど う

、研修
けんしゅう

及
およ

び資源
し げ ん

が他
た

の者
もの

との

平等
びょうどう

を基礎
き そ

として提供
ていきょう

されるよう奨励
しょうれい

すること。 

(c) 障害者
しょうがいしゃ

がスポーツ、レクリエーション及
およ

び観光
かんこう

の場所
ば し ょ

を利用
り よ う

する機会
き か い

を有
ゆう

することを確保
か く ほ

すること。 

(d) 障害
しょうがい

のある児童
じ ど う

が遊
あそ

び、レクリエーション、余暇
よ か

及
およ

びスポーツの活動
かつどう

（学校
がっこう

制度
せ い ど

におけるこれらの

活動
かつどう

を含
ふく

む。）への参加
さ ん か

について他
ほか

の児童
じ ど う

と均等
きんとう

な機会
き か い

を有
ゆう

することを確保
か く ほ

すること。 

(e) 障害者
しょうがいしゃ

がレクリエーション、観光
かんこう

、余暇
よ か

及
およ

びスポーツの活動
かつどう

の企画
き か く

に関与
か ん よ

する者
もの

によるサービスを

利用
り よ う

する機会
き か い

を有
ゆう

することを確保
か く ほ

すること。 

 

第三十一条
だいさんじゅういちじょう

 統計
とうけい

及
およ

び資料
し り ょ う

の収集
しゅうしゅう

 

1. 締約
ていやく

国
こ く

は、この条約
じょうやく

を実効的
じっこうてき

なものとするための政策
せいさく

を立案
りつあん

し、及
およ

び実施
じ っ し

することを可能
か の う

とするため

の適当
てきとう

な情報
じょうほう

（統計
とうけい

資料
し り ょ う

及
およ

び研究
けんきゅう

資料
し り ょ う

を含
ふく

む。）を収集
しゅうしゅう

することを約束
やくそ く

する。この情報
じょうほう

を収集
しゅうしゅう

し、及
およ

び保
ほ

持する
じ   

過程
か て い

においては、次
つぎ

のことを満
み

たさなければならない。 

(a) 障害者
しょうがいしゃ

の秘密
ひ み つ

の保持
ほ じ

及
およ

びプライバシーの尊重
そんちょう

を確保
か く ほ

するため、法令
ほうれい

に定
さだ

める保障
ほしょう

措置
そ ち

（資料
し り ょ う

の

保護
ほ ご

に関
かん

する法令
ほうれい

を含
ふく

む。）を遵守
じゅんしゅ

すること。 

(b) 人権
じんけん

及
およ

び基本的
きほ ん て き

自由
じ ゆ う

を保護
ほ ご

するための国際的
こくさいてき

に受
う

け入
い

れられた規範
き は ん

並
なら

びに統計
とうけい

の収集
しゅうしゅう

及
およ

び利用
り よ う

に関
かん

する倫理上
りんりじょ う

の原則
げんそく

を遵守
じゅんしゅ

すること。 

2. この条
じょう

の規定
き て い

に従
したが

って収集
しゅうしゅう

された情報
じょうほう

は、適宜
て き ぎ

分類
ぶんるい

されるものとし、この条約
じょうやく

に基
もと

づく締
てい

約
やく

国
こ く

の

義務
ぎ む

の履行
り こ う

の評価
ひょうか

に役立
や く だ

てるために、並
なら

びに障害者
しょうがいしゃ

がその権利
け ん り

を行使
こ う し

する際
さい

に直面
ちょくめん

する障壁
しょうへき

を

特定
とくてい

し、及
およ

び当該
とうがい

障壁
しょうへき

に対処
たいしょ

するために利用
り よ う

される。 

3. 締約
ていやく

国
こ く

は、これらの統計
とうけい

の普及
ふきゅう

について責任
せきにん

を負
お

うものとし、これらの統計
とうけい

が障害者
しょうがいしゃ

及
およ

び他
た

の者
もの

にと

って利用
り よ う

しやすいことを確保
か く ほ

する。 

 

第三十二条
だいさんじゅうにじょう

 国際
こ くさい

協力
きょうりょく

 

1. 締約
ていやく

国
こ く

は、この条約
じょうやく

の目的
も くてき

及
およ

び趣旨
し ゅ し

を実現
じつげん

するための自国
じ こ く

の努力
ど り ょ く

を支援
し え ん

するために国際
こ くさい

協力
きょうりょく

及
およ

び

その促進
そくしん

が重要
じゅうよう

であることを認識
にんしき

し、この点
てん

に関
かん

し、国家間
こ っ か かん

において並
なら

びに適当
てきとう

な場合
ば あ い

には関連
かんれん

の

ある国際的
こくさいてき

及
およ

び地域的
ち い き て き

機関
き か ん

並
なら

びに市民
し み ん

社会
しゃかい

（特
と く

に障害者
しょうがいしゃ

の組織
そ し き

）と連携
れんけい

して、適当
てきとう

かつ効果的
こ う か て き

な



措置
そ ち

をとる。これらの措置
そ ち

には、特
と く

に次
つぎ

のことを含
ふく

むことができる。 

(a) 国際
こ くさい

協力
きょうりょく

（国際的
こくさいてき

な開発
かいはつ

計画
けいかく

を含
ふく

む。）が、障害者
しょうがいしゃ

を包容
ほうよう

し、かつ、障害者
しょうがいしゃ

にとって利用
り よ う

しやすいも

のであることを確保
か く ほ

すること。 

(b) 能力
のうりょく

の開発
かいはつ

（情報
じょうほう

、経験
けいけん

、研修
けんしゅう

計画
けいかく

及
およ

び最良
さいりょう

の実例
じつれい

の交換
こうかん

及
およ

び共有
きょうゆう

を通
つう

じたものを含
ふく

む。）を容易
よ う い

にし、及
およ

び支援
し え ん

すること。 

(c) 研究
けんきゅう

における協力
きょうりょく

を容易
よ う い

にし、並
なら

びに科学
か が く

及
およ

び技術
ぎじゅつ

に関
かん

する知識
ち し き

を利用
り よ う

する機会
き か い

を得
え

やすくするこ

と。 

(d) 適当
てきとう

な場合
ば あ い

には、技術
ぎじゅつ

援助
えんじょ

及
およ

び経済
けいざい

援助
えんじょ

（利用
り よ う

しやすい支援
し え ん

機器
き き

を利用
り よ う

する機会
き か い

を得
え

やすくし、及
およ

びこれらの機器
き き

の共有
きょうゆう

を容易
よ う い

にすることによる援助
えんじょ

並
なら

びに技術
ぎじゅつ

移転
い て ん

を通
つう

じた援助
えんじょ

を含
ふく

む。）を提供
ていきょう

す

ること。 

2. この条
じょう

の規定
き て い

は、この条約
じょうやく

に基
もと

づく義務
ぎ む

を履行
り こ う

する各締約
かくていやく

国
こ く

の義務
ぎ む

に影響
えいきょう

を及
およ

ぼすものではない。 

 

第三十三条
だいさんじゅうさんじょう

 国内
こくない

における実施
じ っ し

及び
およ   

監視
か ん し

 

1. 締約
ていやく

国
こ く

は、自国
じ こ く

の制度
せ い ど

に従
したが

い、この条約
じょうやく

の実施
じ っ し

に関連
かんれん

する事項
じ こ う

を取
と

り扱
あつか

う一又
いちまた

は二
に

以上
いじょう

の中
ちゅう

央
おう

連絡先
れんらくさき

を政
せい

府内
ふ な い

に指定
し て い

する。また、締約
ていやく

国
こ く

は、異
こと

なる部門
ぶ も ん

及
およ

び段階
だんかい

における関連
かんれん

のある活動
かつどう

を容易
よ う い

にするため、政
せい

府内
ふ な い

における調整
ちょうせい

のための仕組
し く

みの設置
せ っ ち

又
また

は指定
し て い

に十分
じゅうぶん

な考慮
こ う り ょ

を払
はら

う。 

2. 締約
ていやく

国
こ く

は、自国
じ こ く

の法律上
ほうりつじょう

及
およ

び行政上
ぎょうせいじょう

の制度
せ い ど

に従
したが

い、この条約
じょうやく

の実施
じ っ し

を促進
そくしん

し、保護
ほ ご

し、及
およ

び監視
か ん し

するための枠組
わ く ぐ

み（適当
てきとう

な場合
ば あ い

には、一又
いちまた

は二
に

以上
いじょう

の独立
どくりつ

した仕組み
し く  

を含
ふく

む。）を自国内
じ こ く な い

において

維持
い じ

し、強化
きょうか

し、指定
し て い

し、又
また

は設置
せ っ ち

する。締約
ていやく

国
こ く

は、このような仕組
し く

みを指定
し て い

し、又
また

は設置
せ っ ち

する場合
ば あ い

に

は、人権
じんけん

の保護
ほ ご

及
およ

び促進
そくしん

のための国内
こくない

機構
き こ う

の地位
ち い

及
およ

び役割
やくわり

に関
かん

する原則
げんそく

を考慮
こ う り ょ

に入
い

れる。 

3. 市民
し み ん

社会
しゃかい

（特
と く

に、障害者
しょうがいしゃ

及
およ

び障害者
しょうがいしゃ

を代表
だいひょう

する団体
だんたい

）は、監視
か ん し

の過程
か て い

に十分
じゅうぶん

に関与
か ん よ

し、かつ、参加
さ ん か

する。 

 

第三十四条
だいさんじゅうよんじょう

 障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関
かん

する委員会
いいんかい

 

1. 障害者
しょうがいしゃ

の権利
け ん り

に関
かん

する委員会
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。委員会
いいんかい

は、以下
い か

に定
さだ

める任務
に ん む

を

遂行
すいこう

する。 

2. 委員会
いいんかい

は、この条約
じょうやく

の効力
こうりょく

発生
はっせい

の時
とき

は十二人
じゅうににん

の専門家
せんもんか

で構成
こうせい

する。効力
こうりょく

発生
はっせい

の時
とき

の締約
ていやく

国
こ く

に加
くわ

え

更に
さら   

六十
ろくじゅう

の国
く に

がこの条約
じょうやく

を批准
ひじゅん

し、又
また

はこれに加入
かにゅう

した後
あと

は、委員会
いいんかい

の委員
い い ん

の数
かず

を六人
ろくにん

増加
ぞ う か

させ、

上限
じょうげん

である十八人
じゅうはちにん

とする。 

3. 委員会
いいんかい

の委員
い い ん

は、個人
こ じ ん

の資格
し か く

で職務
し ょ くむ

を遂行
すいこう

するものとし、徳望
と くぼ う

が高
たか

く、かつ、この条約
じょうやく

が対象
たいしょう

とする

分野
ぶ ん や

において能力
のうりょく

及
およ

び経験
けいけん

を認められた
みと          

者
もの

とする。締約
ていやく

国
こ く

は、委員
い い ん

の候補者
こ う ほ し ゃ

を指名
し め い

するに当
あ

たり、

第四条
だいよんじょう

３の規定
き て い

に十分
じゅうぶん

な考慮
こ う り ょ

を払う
はら  

よう要請
ようせい

される。 



4. 委員会
いいんかい

の委員
い い ん

については、締約
ていやく

国
こ く

が、委員
い い ん

の配分
はいぶん

が地理的
ち り て き

に衡平
こうへい

に行
おこな

われること、異
こと

なる文明
ぶんめい

形態
けいたい

及
およ

び主要
しゅよう

な法
ほう

体系
たいけい

が代表
だいひょう

されること、男女
だんじょ

が衡平
こうへい

に代表
だいひょう

されること並
なら

びに障害
しょうがい

のある専門家
せんもんか

が参加
さ ん か

することを考慮
こ う り ょ

に入
い

れて選出
せんしゅつ

する。 

5. 委員会
いいんかい

の委員
い い ん

は、締約国
ていやくこく

会議
か い ぎ

の会合
かいごう

において、締約
ていやく

国
こ く

により当該締
とうがいてい

約
やく

国
こ く

の国民
こくみん

の中
なか

から指名
し め い

され

た者
もの

の名簿
め い ぼ

の中
なか

から秘密
ひ み つ

投票
とうひょう

により選出
せんしゅつ

される。締約国
ていやくこく

会議
か い ぎ

の会合
かいごう

は、締約
ていやく

国
こ く

の三分
さんぶん

の二
に

をもっ

て定足数
ていそくすう

とする。これらの会合
かいごう

においては、出席
しゅっせき

し、かつ、投票
とうひょう

する締約
ていやく

国
こ く

の代表
だいひょう

によって投
と う

じられ

た票
ひょう

の最
さい

多数
た す う

で、かつ、過半数
かはんす う

の票
ひょう

を得た
え  

者
もの

をもって委員会
いいんかい

に選出
せんしゅつ

された委員
い い ん

とする。 

6. 委員会
いいんかい

の委員
い い ん

の最初
さいしょ

の選挙
せんきょ

は、この条約
じょうやく

の効力
こうりょく

発生
はっせい

の日
ひ

の後
のち

六箇月
ろ っ かげつ

以内
い な い

に行
おこな

う。国際
こ くさい

連合
れんごう

事務
じ む

総長
そうちょう

は、委員会
いいんかい

の委員
い い ん

の選挙
せんきょ

の日
ひ

の遅
おそ

くとも四箇月前
よんかげつまえ

までに、締約
ていやく

国
こ く

に対
たい

し、自国
じ こ く

が指名
し め い

する者
もの

の

氏名
し め い

を二箇月
に か げ つ

以内
い な い

に提出
ていしゅつ

するよう書簡
しょかん

で要請
ようせい

する。その後
ご

、同事務
ど う じ む

総長
そうちょう

は、指名
し め い

された者
もの

のアルフ

ァベット順
じゅん

による名簿
め い ぼ

（これらの者
もの

を指名
し め い

した締約
ていやく

国名
こくめい

を表示
ひょうじ

した名簿
め い ぼ

とする。）を作成
さくせい

し、この条約
じょうやく

の締約
ていやく

国
こ く

に送付
そ う ふ

する。 

7. 委員会
いいんかい

の委員
い い ん

は、四年
よ ね ん

の任期
に ん き

で選出
せんしゅつ

される。委員
い い ん

は、一回
いっかい

のみ再選
さいせん

される資格
し か く

を有
ゆう

する。ただし、

最初
さいしょ

の選挙
せんきょ

において選出
せんしゅつ

された委員
い い ん

のうち六人
ろくにん

の委員
い い ん

の任期
に ん き

は、二年
に ね ん

で終了
しゅうりょう

するものとし、これら

の六人
ろくにん

の委員
い い ん

は、最初
さいしょ

の選挙
せんきょ

の後
のち

直
ただ

ちに、５に規定
き て い

する会合
かいごう

の議長
ぎちょう

によりくじ引
びき

で選ば
えら   

れる。 

8. 委員会
いいんかい

の六人
ろくにん

の追加的
つ いかて き

な委員
い い ん

の選挙
せんきょ

は、この条
じょう

の関連
かんれん

規定
き て い

に従
したが

って定期
て い き

選挙
せんきょ

の際
さい

に行
おこな

われる。 

9. 委員会
いいんかい

の委員
い い ん

が死亡
し ぼ う

し、辞任
じ に ん

し、又
また

は他
ほか

の理由
り ゆ う

のためにその職務
し ょ くむ

を遂行
すいこう

することができなくなったこ

とを宣言
せんげん

した場合
ば あ い

には、当該
とうがい

委員
い い ん

を指名
し め い

した締約
ていやく

国
こ く

は、残余
ざ ん よ

の期間
き か ん

その職務
し ょ くむ

を遂行
すいこう

する他
た

の専門家
せんもんか

であって、資格
し か く

を有
ゆう

し、かつ、この条
じょう

の関連
かんれん

規定
き て い

に定
さだ

める条件
じょうけん

を満
み

たすものを任命
にんめい

する。 

10. 委員会
いいんかい

は、その手続
てつづき

規則
き そ く

を定
さだ

める。 

11. 国際
こ くさい

連合
れんごう

事務
じ む

総長
そうちょう

は、委員会
いいんかい

がこの条約
じょうやく

に定
さだ

める任務
に ん む

を効果的
こ う か て き

に遂行
すいこう

するために必要
ひつよう

な職員
しょくいん

及
およ

び

便益
べんえき

を提供
ていきょう

するものとし、委員会
いいんかい

の最初
さいしょ

の会合
かいごう

を招
しょう

集
しゅう

する。 

12. この条約
じょうやく

に基
もと

づいて設置
せ っ ち

される委員会
いいんかい

の委員
い い ん

は、国際
こ くさい

連合
れんごう

総会
そうかい

が委員会
いいんかい

の任務
に ん む

の重要性
じゅうようせい

を考慮
こ う り ょ

し

て決定
けってい

する条件
じょうけん

に従
したが

い、同総会
どうそうかい

の承認
しょうにん

を得
え

て、国際
こ くさい

連合
れんごう

の財源
ざいげん

から報酬
ほうしゅう

を受
う

ける。 

13. 委員会
いいんかい

の委員
い い ん

は、国際
こ くさい

連合
れんごう

の特権
とっけん

及
およ

び免除
めんじょ

に関
かん

する条約
じょうやく

の関連
かんれん

規定
き て い

に規定
き て い

する国際
こ くさい

連合
れんごう

のため

の職務
し ょ くむ

を遂行
すいこう

する専門家
せんもんか

の便益
べんえき

、特権
とっけん

及
およ

び免除
めんじょ

を享受
きょうじゅ

する。 

 

第三十五条
だいさんじゅうごじょう

 締約
ていやく

国
こ く

による報告
ほうこ く

 

1. 各締約
かくていやく

国
こ く

は、この条約
じょうやく

に基
もと

づく義務
ぎ む

を履行
り こ う

するためにとった措置
そ ち

及
およ

びこれらの措置
そ ち

によりもたらされ

た進歩
し ん ぽ

に関
かん

する包括的
ほうかつてき

な報告
ほうこ く

を、この条約
じょうやく

が自国
じ こ く

について効力
こうりょく

を生
しょう

じた後
のち

二年
に ね ん

以内
い な い

に国際
こ くさい

連合
れんごう

事務
じ む

総長
そうちょう

を通
つう

じて委員会
いいんかい

に提出
ていしゅつ

する。 

2. その後
ご

、締約
ていやく

国
こ く

は、少
すく

なくとも四年
よ ね ん

ごとに、更
さら

に委員会
いいんかい

が要請
ようせい

するときはいつでも、その後
ご

の報告
ほうこ く

を



提出
ていしゅつ

する。 

3. 委員会
いいんかい

は、報告
ほうこ く

の内容
ないよう

について適用
てきよう

される指針
し し ん

を決定
けってい

する。 

4. 委員会
いいんかい

に対
たい

して包括的
ほうかつてき

な最初
さいしょ

の報告
ほうこ く

を提出
ていしゅつ

した締約
ていやく

国
こ く

は、その後
ご

の報告
ほうこ く

においては、既
すで

に提供
ていきょう

し

た情報
じょうほう

を繰
く

り返
かえ

す必要
ひつよう

はない。締約
ていやく

国
こ く

は、委員会
いいんかい

に対
たい

する報告
ほうこ く

を作成
さくせい

するに当
あ

たり、公開
こうかい

され、かつ、

透明性
とうめいせい

のある過程
か て い

において作成
さくせい

することを検討
けんとう

し、及
およ

び第四条
だいよんじょう

３の規定
き て い

に十分
じゅうぶん

な考慮
こ う り ょ

を払
はら

うよう

要請
ようせい

される。 

5. 報告
ほうこ く

には、この条約
じょうやく

に基
もと

づく義務
ぎ む

の履行
り こ う

の程度
て い ど

に影響
えいきょう

を及
およ

ぼす要因
よういん

及
およ

び困難
こんなん

を記載
き さ い

することができ

る。 

 

第三十六条
だいさんじゅうろくじょう

 報告
ほうこ く

の検討
けんとう

 

6. 委員会
いいんかい

は、各報告
かくほうこ く

を検討
けんとう

する。委員会
いいんかい

は、当該
とうがい

報告
ほうこ く

について、適当
てきとう

と認
みと

める提案
ていあん

及
およ

び一般的
いっぱんてき

な性格
せいかく

を有
ゆう

する勧告
かんこく

を行
おこな

うものとし、これらの提案
ていあん

及
およ

び一般的
いっぱんてき

な性格
せいかく

を有
ゆう

する勧告
かんこく

を関係
かんけい

締約
ていやく

国
こ く

に送付
そ う ふ

す

る。当該
とうがい

関係
かんけい

締約
ていやく

国
こ く

は、委員会
いいんかい

に対
たい

し、自国
じ こ く

が選択
せんたく

する情報
じょうほう

を提供
ていきょう

することにより回答
かいとう

することがで

きる。委員会
いいんかい

は、この条約
じょうやく

の実施
じ っ し

に関連
かんれん

する追加
つ い か

の情報
じょうほう

を当該
とうがい

関係
かんけい

締約
ていやく

国
こ く

に要請
ようせい

することができ

る。 

7. いずれかの締約
ていやく

国
こ く

による報告
ほうこ く

の提出
ていしゅつ

が 著
いちじる

しく遅延
ち え ん

している場合
ば あ い

には、委員会
いいんかい

は、委員会
いいんかい

にとって

利用可能
り よ う か の う

な信頼
しんらい

し得
う

る情報
じょうほう

を基礎
き そ

として当該締
とうがいてい

約
やく

国
こ く

におけるこの条約
じょうやく

の実施
じ っ し

状況
じょうきょう

を審査
し ん さ

することが

必要
ひつよう

であることについて当該締
とうがいてい

約
やく

国
こ く

に通報
つうほう

(当該
とうがい

通報
つうほう

には、関連
かんれん

する報告
ほうこ く

が当該
とうがい

通報
つうほう

の後
のち

三箇月
さんかげつ

以内
い な い

に行
おこな

われない場合
ば あ い

には審査
し ん さ

する旨
むね

を含
ふく

む。)を行
おこな

うことができる。委員会
いいんかい

は、当該締
とうがいてい

約
やく

国
こ く

がそ

の審査
し ん さ

に参加
さ ん か

するよう要請
ようせい

する。当該締
とうがいてい

約
やく

国
こ く

が関連
かんれん

する報告
ほうこ く

を提出
ていしゅつ

することにより回答
かいとう

する場合
ば あ い

に

は、１の規定
き て い

を適用
てきよう

する。 

8. 国際
こ くさい

連合
れんごう

事務
じ む

総長
そうちょう

は、１の報告
ほうこ く

を全
すべ

ての締
てい

約
やく

国
こ く

が利用
り よ う

することができるようにする。 

9. 締約
ていやく

国
こ く

は、１の報告
ほうこ く

を自国
じ こ く

において公衆
こうしゅう

が広
ひろ

く利用
り よ う

することができるようにし、これらの報告
ほうこ く

に関連
かんれん

する提案
ていあん

及
およ

び一般的
いっぱんてき

な性格
せいかく

を有
ゆう

する勧告
かんこく

を利用
り よ う

する機会
き か い

を得
え

やすくする。 

10. 委員会
いいんかい

は、適当
てきとう

と認
みと

める場合
ば あ い

には、締約
ていやく

国
こ く

からの報告
ほうこ く

に記載
き さ い

されている技術的
ぎじゅつてき

な助言
じょげん

若
も

しくは援助
えんじょ

の要請
ようせい

又
また

はこれらの必要性
ひつようせい

の記載
き さ い

に対処
たいしょ

するため、これらの要請
ようせい

又
また

は必要性
ひつようせい

の記載
き さ い

に関
かん

する

委員会
いいんかい

の見解
けんかい

及
およ

び勧告
かんこく

がある場合
ば あ い

には当該
とうがい

見解
けんかい

及
およ

び勧告
かんこく

とともに、国際
こ くさい

連合
れんごう

の専門
せんもん

機関
き か ん

、基金
き き ん

及
およ

び計画
けいかく

その他
た

の権限
けんげん

のある機関
き か ん

に当該
とうがい

報告
ほうこ く

を送付
そ う ふ

する。 

 

第三十七条
だいさんじゅうななじょう

 締約
ていやく

国
こ く

と委員会
いいんかい

との間
あいだ

の協力
きょうりょく

 

11. 各締約
かくていやく

国
こ く

は、委員会
いいんかい

と協力
きょうりょく

するものとし、委員
い い ん

の任務
に ん む

の遂行
すいこう

を支援
し え ん

する。 

12. 委員会
いいんかい

は、締約
ていやく

国
こ く

との関係
かんけい

において、この条約
じょうやく

の実施
じ っ し

のための当該締
とうがいてい

約
やく

国
こ く

の能力
のうりょく

を向上
こうじょう

させる



方法
ほうほう

及
およ

び手段
しゅだん

（国際
こ くさい

協力
きょうりょく

を通
つう

じたものを含
ふく

む。）に十分
じゅうぶん

な考慮
こ う り ょ

を払
はら

う。 

 

第三十八条
だいさんじゅうはちじょう

 委員会
いいんかい

と他
た

の機関
き か ん

との関係
かんけい

 

 この条約
じょうやく

の効果的
こ う か て き

な実施
じ っ し

を促進
そくしん

し、及
およ

びこの条約
じょうやく

が対象
たいしょう

とする分野
ぶ ん や

における国際
こ くさい

協力
きょうりょく

を奨励
しょうれい

するた

め、 

(a) 専門
せんもん

機関
き か ん

その他
た

の国際
こ くさい

連合
れんごう

の機関
き か ん

は、その任務
に ん む

の範囲内
はんいない

にある事項
じ こ う

に関
かん

するこの条約
じょうやく

の規定
き て い

の

実施
じ っ し

についての検討
けんとう

に際
さい

し、代表
だいひょう

を出
だ

す権利
け ん り

を有
ゆう

する。委員会
いいんかい

は、適当
てきとう

と認
みと

める場合
ば あ い

には、専門
せんもん

機関
き か ん

その他
た

の権限
けんげん

のある機関
き か ん

に対
たい

し、これらの機関
き か ん

の任務
に ん む

の範囲内
はんいない

にある事項
じ こ う

に関
かん

するこの条約
じょうやく

の実施
じ っ し

について専門家
せんもんか

の助言
じょげん

を提供
ていきょう

するよう要請
ようせい

することができる。委員会
いいんかい

は、専門
せんもん

機関
き か ん

その他
た

の

国際
こ くさい

連合
れんごう

の機関
き か ん

に対
たい

し、これらの機関
き か ん

の任務
に ん む

の範囲内
はんいない

にある事項
じ こ う

に関
かん

するこの条約
じょうやく

の実施
じ っ し

につい

て報告
ほうこ く

を提出
ていしゅつ

するよう要請
ようせい

することができる。 

(b) 委員会
いいんかい

は、その任務
に ん む

を遂行
すいこう

するに当
あ

たり、それぞれの報告
ほうこ く

に係
かか

る指針
し し ん

、提案
ていあん

及
およ

び一般的
いっぱんてき

な性格
せいかく

を有
ゆう

する勧告
かんこく

の整合性
せいごうせい

を確保
か く ほ

し、並
なら

びにその任務
に ん む

の遂行
すいこう

における重複
ちょうふく

を避
さ

けるため、適当
てきとう

な場合
ば あ い

には、

人権
じんけん

に関
かん

する国際
こ くさい

条約
じょうやく

によって設置
せ っ ち

された他
た

の関連
かんれん

する組織
そ し き

と協議
きょうぎ

する。 

 

第三十九条
だいさんじゅうきゅうじょう

 委員会
いいんかい

の報告
ほうこ く

 

 委員会
いいんかい

は、その活動
かつどう

につき二年
に ね ん

ごとに国際
こ くさい

連合
れんごう

総会
そうかい

及
およ

び経済
けいざい

社会
しゃかい

理事会
り じ か い

に報告
ほうこ く

するものとし、また、

締約
ていやく

国
こ く

から得
え

た報告
ほうこ く

及
およ

び情報
じょうほう

の検討
けんとう

に基
もと

づく提案
ていあん

及
およ

び一般的
いっぱんてき

な性格
せいかく

を有
ゆう

する勧告
かんこく

を行
おこな

うことができる。

これらの提案
ていあん

及
およ

び一般的
いっぱんてき

な性格
せいかく

を有
ゆう

する勧告
かんこく

は、締約
ていやく

国
こ く

から意見
い け ん

がある場合
ば あ い

にはその意見
い け ん

とともに、

委員会
いいんかい

の報告
ほうこ く

に記載
き さ い

する。 

 

第四十条
だいよんじゅうじょう

 締約国
ていやくこく

会議
か い ぎ

 

1. 締約
ていやく

国
こ く

は、この条約
じょうやく

の実施
じ っ し

に関
かん

する事項
じ こ う

を検討
けんとう

するため、定期的
て い き て き

に締約国
ていやくこく

会議
か い ぎ

を開催
かいさい

する。 

2. 締約国
ていやくこく

会議
か い ぎ

は、この条約
じょうやく

が効力
こうりょく

を生
しょう

じた後
のち

六箇月
ろ っ かげつ

以内
い な い

に国際
こ くさい

連合
れんごう

事務
じ む

総長
そうちょう

が招集
しょうしゅう

する。その後
ご

の

締約国
ていやくこく

会議
か い ぎ

は、二年
に ね ん

ごとに又
また

は締約国
ていやくこく

会議
か い ぎ

の決定
けってい

に基
もと

づき同事務
ど う じ む

総長
そうちょう

が招集
しょうしゅう

する。 

 

第四十一条
だいよんじゅういちじょう

 寄託者
き た く し ゃ

 

 この条約
じょうやく

の寄託者
き た く し ゃ

は、国際
こ くさい

連合
れんごう

事務
じ む

総長
そうちょう

とする。 

 

第四十二条
だいよんじゅうにじょう

 署名
しょめい

 

 この条約
じょうやく

は、二千七年
にせんななねん

三月
さんがつ

三十日
さんじゅうにち

から、ニューヨークにある国際
こ くさい

連合
れんごう

本部
ほ ん ぶ

において、全
すべ

ての国
く に

及
およ

び

地域的
ち い き て き

な統合
と うご う

のための機関
き か ん

による署名
しょめい

のために開放
かいほう

しておく。 



 

第四十三条
だいよんじゅうさんじょう

 拘束
こ うそ く

されることについての同意
ど う い

 

 この条約
じょうやく

は、署名
しょめい

国
こ く

によって批准
ひじゅん

されなければならず、また、署名
しょめい

した地域的
ち い き て き

な統合
と うご う

のための機関
き か ん

によ

って正式
せいしき

確認
かくにん

されなければならない。この条約
じょうやく

は、これに署名
しょめい

していない国
く に

及
およ

び地域的
ち い き て き

な統合
と うご う

のための

機関
き か ん

による加入
かにゅう

のために開放
かいほう

しておく。 

 

第四十四条
だいよんじゅうよんじょう

 地域的
ち い き て き

な統合
と うご う

のための機関
き か ん

 

1. 「地域的
ち い き て き

な統合
と うご う

のための機関
き か ん

」とは、特定
とくてい

の地域
ち い き

の主権
しゅけん

国家
こ っ か

によって構成
こうせい

される機関
き か ん

であって、この

条約
じょうやく

が規律
き り つ

する事項
じ こ う

に関
かん

してその構成
こうせい

国
こ く

から権限
けんげん

の委譲
いじょう

を受
う

けたものをいう。地域的
ち い き て き

な統合
と うご う

のため

の機関
き か ん

は、この条約
じょうやく

の規律
き り つ

する事項
じ こ う

に関
かん

するその権限
けんげん

の範囲
は ん い

をこの条約
じょうやく

の正式
せいしき

確認書
かくにんしょ

又
また

は加入書
かにゅうしょ

において宣言
せんげん

する。その後
ご

、当該
とうがい

機関
き か ん

は、その権限
けんげん

の範囲
は ん い

の実質的
じっしつてき

な変更
へんこう

を寄託者
き た く し ゃ

に通報
つうほう

する。 

2. この条約
じょうやく

において「締約
ていやく

国
こ く

」についての規定
き て い

は、地域的
ち い き て き

な統合
と うご う

のための機関
き か ん

の権限
けんげん

の範囲内
はんいない

で当該
とうがい

機関
き か ん

について適用
てきよう

する。 

3. 次
じ

条
じょう

１並
なら

びに第四十七条
だいよんじゅうななじょう

２及
およ

び３の規定
き て い

の適用上
てきようじょう

、地域的
ち い き て き

な統合
と うご う

のための機関
き か ん

が寄託
き た く

する文書
ぶんしょ

は、

これを数
かず

に加
くわ

えてはならない。 

4. 地域的
ち い き て き

な統合
と うご う

のための機関
き か ん

は、その権限
けんげん

の範囲内
はんいない

の事項
じ こ う

について、この条約
じょうやく

の締約
ていやく

国
こ く

であるその

構成
こうせい

国
こ く

の数
かず

と同数
どうすう

の票
ひょう

を締約国
ていやくこく

会議
か い ぎ

において投
と う

ずる権利
け ん り

を行使
こ う し

することができる。当該
とうがい

機関
き か ん

は、そ

の構成
こうせい

国
こ く

が自国
じ こ く

の投票権
とうひょうけん

を行使
こ う し

する場合
ば あ い

には、投票権
とうひょうけん

を行使
こ う し

してはならない。その逆
ぎゃく

の場合
ば あ い

も、

同様
どうよう

とする。 

 

第四十五条
だいよんじゅうごじょう

 効力
こうりょく

発生
はっせい

 

1. この条約
じょうやく

は、二十番目
に じゅ うばんめ

の批准書
ひじゅんしょ

又
また

は加入書
かにゅうしょ

が寄託
き た く

された後
のち

三十日目
さんじゅうにちめ

の日
ひ

に効力
こうりょく

を生
しょう

ずる。 

2. この条約
じょうやく

は、二十番目
に じゅ うばんめ

の批准書
ひじゅんしょ

又
また

は加入書
かにゅうしょ

が寄託
き た く

された後
のち

にこれを批准
ひじゅん

し、若
も

しくは正式
せいしき

確認
かくにん

し、

又
また

はこれに加入
かにゅう

する国
く に

又
また

は地域的
ち い き て き

な統合
と うご う

のための機関
き か ん

については、その批准書
ひじゅんしょ

、正式
せいしき

確認書
かくにんしょ

又
また

は

加入書
かにゅうしょ

の寄託
き た く

の後
のち

三十日目
さんじゅうにちめ

の日
ひ

に効力
こうりょく

を生
しょう

ずる。 

 

第四十六条
だいよんじゅうろくじょう

 留保
りゅうほ

 

1. この条約
じょうやく

の趣旨
し ゅ し

及
およ

び目的
も くてき

と両立
りょうりつ

しない留保
りゅうほ

は、認
みと

められない。 

2. 留保
りゅうほ

は、いつでも撤回
てっかい

することができる。 

 

第四十七条
だいよんじゅうななじょう

 改正
かいせい

 

1. いずれの締約
ていやく

国
こ く

も、この条約
じょうやく

の改正
かいせい

を提案
ていあん

し、及
およ

び改正
かいせい

案
あん

を国際
こ くさい

連合
れんごう

事務
じ む

総長
そうちょう

に提出
ていしゅつ

することがで



きる。同事務
ど う じ む

総長
そうちょう

は、締約
ていやく

国
こ く

に対
たい

し、改正
かいせい

案
あん

を送付
そ う ふ

するものとし、締約
ていやく

国
こ く

による改正
かいせい

案
あん

の審議
し ん ぎ

及
およ

び

決定
けってい

のための締約
ていやく

国
こ く

の会議
か い ぎ

の開催
かいさい

についての賛否
さ ん ぴ

を通報
つうほう

するよう要請
ようせい

する。その送付
そ う ふ

の日
ひ

から

四箇月
よんかげつ

以内
い な い

に締約
ていやく

国
こ く

の三分
さんぶん

の一
いち

以上
いじょう

が会議
か い ぎ

の開催
かいさい

に賛成
さんせい

する場合
ば あ い

には、同事務
ど う じ む

総長
そうちょう

は、国際
こ くさい

連合
れんごう

の主催
しゅさい

の下
もと

に会議
か い ぎ

を招集
しょうしゅう

する。会議
か い ぎ

において出席
しゅっせき

し、かつ、投票
とうひょう

する締約
ていやく

国
こ く

の三分
さんぶん

の二
に

以上
いじょう

の多数
た す う

によって採択
さいたく

された改正
かいせい

案
あん

は、同事務
ど う じ む

総長
そうちょう

により、承認
しょうにん

のために国際
こ くさい

連合
れんごう

総会
そうかい

に送付
そ う ふ

され、

その後
ご

受諾
じゅだく

のために全
すべ

ての締約
ていやく

国
こ く

に送付
そ う ふ

される。 

2. １の規定
き て い

により採択
さいたく

され、かつ、承認
しょうにん

された改正
かいせい

は、当該
とうがい

改正
かいせい

の採択
さいたく

の日
ひ

における締約
ていやく

国
こ く

の三分
さんぶん

の

二
に

以上
いじょう

が受諾書
じゅだ く し ょ

を寄託
き た く

した後
のち

三十日目
さんじゅうにちめ

の日
ひ

に効力
こうりょく

を生
しょう

ずる。その後
ご

は、当該
とうがい

改正
かいせい

は、いずれの

締約
ていやく

国
こ く

についても、その受諾書
じゅだ く し ょ

の寄託
き た く

の後
のち

三十日目
さんじゅうにちめ

の日
ひ

に効力
こうりょく

を生
しょう

ずる。改正
かいせい

は、それを受諾
じゅだく

した

締約
ていやく

国
こ く

のみを拘束
こ うそ く

する。 

3. 締約国
ていやくこく

会議
か い ぎ

がコンセンサス方式
ほうしき

によって決定
けってい

する場合
ば あ い

には、１の規定
き て い

により採択
さいたく

され、かつ、承認
しょうにん

さ

れた改正
かいせい

であって、第三十四条
だいさんじゅうよんじょう

及
およ

び第三十八条
だいさんじゅうはちじょう

から第四十条
だいよんじゅうじょう

までの規定
き て い

にのみ関連
かんれん

するものは、

当該
とうがい

改正
かいせい

の採択
さいたく

の日
ひ

における締約
ていやく

国
こ く

の三分
さんぶん

の二
に

以上
いじょう

が受諾書
じゅだ く し ょ

を寄託
き た く

した後
のち

三十日目
さんじゅうにちめ

の日
ひ

に全
すべ

て

の締結
ていやく

国
こ く

について効力
こうりょく

を生
しょう

ずる。 

 

第四十八条
だいよんじゅうはちじょう

 廃棄
は い き

 

 締約
ていやく

国
こ く

は、国際
こ くさい

連合
れんごう

事務
じ む

総長
そうちょう

に対
たい

して書面
しょめん

による通告
つうこ く

を行
おこな

うことにより、この条約
じょうやく

を廃棄
は い き

することがで

きる。廃棄
は い き

は、同事務
ど う じ む

総長
そうちょう

がその通告
つうこ く

を受領
じゅりょう

した日
ひ

の後
のち

一年
いちねん

で効力
こうりょく

を生
しょう

ずる。 

 

第四十九条
だいよんじゅうきゅうじょう

 利用
り よ う

しやすい様式
ようしき

 

 この条約
じょうやく

の本文
ほんぶん

は、利用
り よ う

しやすい様式
ようしき

で提供
ていきょう

される。 

 

第五十条
だいごじゅうじょう

 正文
せいぶん

 

 この条約
じょうやく

は、アラビア語
ご

、中国語
ちゅうごくご

、英語
え い ご

、フランス語
ご

、ロシア語
ご

及
およ

びスペイン語
ご

をひとしく正文
せいぶん

とする。 

以上
いじょう

の証拠
し ょ う こ

として、下名
か め い

の全権
ぜんけん

委員
い い ん

は、各自
か く じ

の政府
せ い ふ

から正当
せいとう

に委任
い に ん

を受
う

けてこの条約
じょうやく

に署名
しょめい

した。 


