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夏期におけるシート製品の施工時の注意に関して
シート製品を直射日光に長時間あてた状態ではシートが伸びたり、また柔らかくなり施工時

に設置しづらい原因ともなります。

特にクイックシート黒色は熱の吸収率が高く、段ボールとシート、またはシート同士が貼付く

恐れがありますので施工直前まで直射日光を避け涼しい所に立て掛け厳禁で保管ください。直射日光厳禁

6June
2021

Vol.141

月刊　サンコーニュース

M
O

N
T

H
L
Y



障害者が利用できる建物、施設
であることを明確に表すための
世界共通のシンボルマークです。
このマークは「すべての障害者を
対象」としたもので、特に車椅
子を利用する障害者を限定し、
使用されるものではありません。

肢体不自由であることを理由に、
自動車運転免許に条件を付され
ている方が、運転する車に表示
するマークです。
表示は高齢運転者マークと同様
に、努力義務となっています。

身障者マーク
（国際シンボルマーク）

身体障害者標識
（身体障害者マーク）

身体内部に障害があっても、外
見からは分からないため　「辛
い、しんどい」と声に出せず我
慢している人がいます。一般社
会にそんな人々の存在を視覚的
に示し、理解の第一歩とするた
め、このマークが作られました。

義足や人工関節を使用している
方、内部障害や難病の方、また
は妊娠初期の方など、外見から
分からなくても援助や配慮を必
要としている方々が、周囲の方
に配慮を必要としていることを
知らせるマークです。このマー
クは JIS規格となっています。

ハート・プラスマーク ヘルプマーク

1975年

耳が不自由な人であることを表
すマーク。聞こえない、聞こえ
にくいということは外見からは
わかりにくいので、それらの不
安を持った人たちのコミュニ
ケーションをサポートするため
に作られました。

聴覚障害であることを理由に、
自動車運転免許に条件を付され
ている方が、運転する車に表示
するマークです。
表示は初心者運転者マークと同
様に、義務化されています。
　

2008年

耳マーク 聴覚障害者標識
（聴覚障害者マーク）
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バリアフリーとは、障害者の「障壁（バ
リア）を取り除く」という考え方です。
手すりや点字ブロック設置などの取り
組みが行われてきました。一方で
1990年台半ばより、ユニバーサルデ
ザインという考え方が広がってきまし
た。「あらゆる人にとって利用しやす
いデザインをする」という考え方で、
近年では多目的トイレから書体にいた

近年、労働人口問題からダイバーシ
ティ（多様性）が重視されるようにな
りました。性別、年齢、国籍、障害な
どに対しての受容性は高くなってきて

いますが、まだまだ偏見はなくなりま
せん。障害の有無にかかわらず、互い
を尊重しあいながら共生するために、
障害について知ることが大切です。ま
ずは、これらのマークを知ることが、
多様性のある社会の実現への第一歩と
なるのではないでしょうか。

るまで、様々なユニバーサルデザイン
化が進んでいます。駐車場では、身障
者駐車場の不正利用を防止するため、
2006年にパーキングパーミット制度
が導入されました。それから身障者
マークにその他のマークを加えた優先
駐車マークが増加してきました。

近年、「多様性」が重視されるように

W400×H600mm  【 PGC28 】

W1200×H1200mm  【 D-B-493 】

警察庁 交通局交通企画課
公益財団法人
日本障害者

リハビリテーション協会
特定非営利活動法人
ハート・プラスの会

東京都福祉保健局
障害者施策推進部

計画課社会参加推進担当

一般社団法人
全日本難聴者・中途失聴者

団体連合会
警察庁 交通局交通企画課

白 を頭上50cm 程度に掲げて SOS のシグナルを示して
いる視覚に障害のある人を見かけたら、進んで声をかけて
支援しようという「白 SOS シグナル」運動の普及啓発シ
ンボルマークです。

「白杖 SOSシグナル」
普及啓発シンボルマーク

2002年 2003年 2012年1969年導入年

なったためか、優先マークも多種多様
になってきました。外見からは分から
ない身体内部に障害がある人を表す
マークも登場しました。国際的に定め
られたものや、障害者団体が独自に普
及しているものもあり、他にもいろい
ろなマークがあります。表示をする際
は迷ってしまうかもしれませんが、「ど
のような人が施設を利用するのか」を
考え、適切なマーク選びをしましょう。


