


ユニバーサルデザイン
今号のREADERは、ユニバーサルデザインについて特集します。

私たちの身近にあるユニバーサルデザイン。
この機会に少し触れてみましょう。

ユニバーサルデザインの７原則
①  だ れ で も 公 平 に 使 え る （ 公 平 性 ）
②  使 い や す い 方 を 選 ん で 使 え る （ 自 由 度 ）
③  簡 単 に 使 え る （ 単 純 性 ）
④  何 を 表 し て い る の か 、 す ぐ 分 か る （ 分 か り や す さ ）
⑤  間 違 え て も 、 事 故 に つ な が ら な い （ 安 全 性 ）
⑥  無 理 な 姿 勢 や 力 が 必 要 な い （ 身 体 へ の 負 担 の 少 な さ ）
⑦  十 分 な 広 さ や 、 必 要 な 大 き さ が あ る （ ス ペ ー ス の 確 保 ）

※三重県　子ども・福祉部　地域福祉課　ユニバーサルデザイン班
　『ユニバーサルデザインのまちづくり』冊子より抜粋

バリアフリーとユニバーサルデザインの違い

※三重県　子ども・福祉部　地域福祉課　ユニバーサルデザイン班
　『ユニバーサルデザインのまちづくり』冊子より抜粋

特 集

　　　　　Let ʼs take a look!

バ リ ア フ リ ー は 、「 お 年 寄 り や 身 体 の 不 自 由 な 人 の た め に 、 今 あ る バ リ ア を な
く す 」 と い う 考 え 方 で す 。 今 あ る バ リ ア を な く す こ と も 大 切 で す が 、ユ ニ バ ー
サ ル デ ザ イ ン は 、「 ま ち や も の を つ く る と き 、 最 初 か ら で き る だ け 多 く の 人 が
使 い や す い よ う に す る 」 と い う 考 え 方 で す 。
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　UD を知っているけれど、あまり関心がない、なかなか行動に移すことが難しいという人も多いと思
います。これは、実際に当事者の立場にならないと、「困っている」ことになかなか気づけないためです。
まずは当事者の立場になって考えるきっかけとして、三重県は学校出前授業や研修を行っています。
　だれかが「困っていること」を他人事とせず、自分にも関係のある問題と捉えて、おもいやりある行
動をすることが大切です。たとえば、電車でヘルプマークを見かけた際に席を譲ることや、おもいやり
駐車場の適正な利用など、できることがたくさんあります。
　いろいろな人にとって使いやすい UD が普及することで、障がいを持つ人やお年寄り、外国人や子
どもだけでなく、みんなが暮らしやすいまちになります。
　この特集を読んでくださったあなたも、ぜひ身近な人に UD について伝えてみてください。

〒514-8570  津市広明町 13 番地（本庁 2 階）

059-224-3349　

059-224-3085　

ud@pref.mie.lg.jp

http://www.pref.mie.lg.jp/UD/hp/ 

　三重県では、「第 4 次三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進計画」
を定めて、「ハート」「ハード」「ソフト」の３つに軸を置いて取り組んでいます。

意識づくり（ハート）
 学校出前授業、ヘルプマーク普及啓発、おもいやり駐車場、研修など

まちづくり（ハード）
 歩行空間の整備、県有施設のＵＤ化促進、駅舎のバリアフリー化支援など

製品、情報、サービスの提供（ソフト）
 ＵＤに配慮するための情報発信ガイドラインやＵＤイベントマニュアルの
周知、など

　「ＵＤという言葉を知っていても関心がない」といった人が多いのが現
状です。このため、UD を「自分にも関係があること」と捉えて、「おも
いやりのある行動」につなげられるように、様々な取組を実施していきま
す。そして、「すべての人々がお互いを認め合い、自由に・活動・参画で
きるおもいやりの行動でつながる三重」を目指していきたいと思います。

　シャンプーの容器についてい
るギザギザや、紙幣や牛乳パッ
クの切り込みなど、触っただけ
でわかるような仕組みになって
い る も の が あ り ま す。他 に も、
一部の自動販売機や駅の券売機
は、車いすの方や子どもが使い
やすいようにボタンが低い位置
に設定されているものもありま
す。また、「三重ユニバーサルデ
ザ イ ン の ま ち づ く り 推 進 条 例」
の整備基準に適合している施設
は、みんなが利用しやすい施設
のしるしとして適合証プレート

が掲示されているところもあります。身近なところにいろいろな UD があ
るので、お家の中やお出かけした際に、ちょっと探してみてください。
 

　「ＵＤアドバイザー」が結成した市民団体が中心となって、学校出前授業や
地域イベントでの啓発活動などにより、ＵＤの意識づくりを進めています。学
校出前授業では、子どもたちに、車いすに乗ったり、アイマスクをして歩く
などの当事者の方の生活を疑似体験したり、介助の方法も体験します。普段
の生活の中では、ちょっとした段差などで当事者の方が困っているというこ
とに気づくのはなかなか難しいと思います。実際に体験してもらうことで、
子どもたちからは、「当事者の方が感じていることがわかってよかった。」「困っ
ている人がいれば声かけをして、助け合いたい」といった声がありました。
　このように県民のみなさんと共に広く周知することや、実際に体験して当
事者の方の立場に立って考えてもらうことなどを大切にしています。
 

ユニバーサルデザイン（以下、UD）啓発の
ために、大事にしていることはありますか？

身近にある UD とはどんなものがありますか？

三重県独自の UD 事業などはありますか？

さいごに 連絡先

三重県 子ども・福祉部 地域福祉課　
ユニバーサルデザイン班

　「ヘルプマーク」とは、外見だけでは分からない障がいや病気を抱えている
方が、周りに示すことで、配慮や支援を必要としていることを伝えやすくす
るためのものです。周りにいる人も気づきやすくなり、「おもいやりの絆」を
つなげるマークとなっています。この「ヘルプマーク」は、三重県内だけで
も現在おおよそ 8,000 個配布されています。
　また、マークだけでなく、詳細な情報を書いて持ち歩くことができる「ヘ
ルプカード」もあります。
 　「おもいやり駐車場」とは、身体が不自由であったり、怪我をしているな
ど歩くことが困難な人のために、建物の入口付近に設けられた駐車スペース
のことです。
　県では、この駐車場の適正利用を進めるため、「三重おもいやり駐車場利用
証制度」を定めました。利用者は、駐車時にルームミラーなどに利用証をか
けて、適正な利用であることを周りに知らせます。ですが、この駐車場を利
用証を持たない人が利用してしまうことがあります。

　｢ヘルプマーク｣「おもいやり駐車場」、どちら
も、見かけた場合には、周りの方は「おもいやり」

「ゆずりあい」を心がけていただきたいです。

ヘルプマーク・おもいやり駐車場とは何ですか？

（左）ヘルプマーク
（右）おもいやり駐車場利用証

三重ユニバーサルデザインのまちづくり
推進条例整備基準適合証プレート

三 重 県  子 ど も・福 祉 部  地 域 福 祉 課 ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン 班 に 聞 きまし た！
三 重 県 の ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン

ヘルプマーク配布窓口
おもいやり駐車場利用証申請窓口

県庁地域福祉課、県各福祉事務所・保健所、
県障害者相談支援センター、市町福祉担当窓口
※おもいやり駐車場利用証の交付には申請が必
要です。詳細は、三重県 HP 等をご覧ください。
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サポーター
として活動
する

サポーター登録

　耳が不自由な方に関しては手話を使うほうが早い場合もあるため、全て
の方が使うわけではありませんが、窓口業務やイベント時に活用していま
す。利用された方からは、「固有名詞や専門的な言葉の多い行政的な手続
きの説明では、話した言葉がそのまま表
示される UD トークが筆談より楽
で分かりやすい」などのご意見
を頂いています。また、翻訳
や読み上げ機能もあるので、
英語・中国語・韓国語などを
窓口で利用しています。

　障がいへの理解を深めて支援につなげるために、障がい者サポーター
（※）制度の一環として UD トーク導入を決めました。他にも伊勢市内の
コンビニエンスストアへコミュニケーションボードの設置、伊勢市障がい
者サポーター研修会の開催、小学校への障がい者キッズサポーターなどの
啓発を進めています。
　導入にあたって市役所内で UD トークを知っている人が少なかったため

「どういう使い方をするのか？」「どこに何台必要なのか？」などの議論を
行い、１年の準備期間を経て 2018 年 9 月から活用しています。現在、
伊勢市役所本庁舎総合窓口と、障がい福祉課に各１台、総合支所 3 箇所に
各 1 台の計 5 台を設置しています。

　窓口に UD トークが使えることを表
示しています。何度か新聞やテレビでも
UD トークの導入について取り上げられ
たためそれを知って来てくれる人もいま
した。また、導入を検討している県内外
の団体からもお問合せがありました。

　さまざまな障がいの特性や障がいのある人が困っていること、そしてそれぞれ
必要な配慮を理解し、日常生活でちょっとした配慮を実践する人々のことです。
　　　　　　現在 1,096 人がサポーターとして登録しています。

どのような経緯で UD トークを導入された
のですか？

障がい者サポーターになるためには？

　今回お話を聞き、これまでの支援に加え UD トークというツール
を活用して、さらにきめ細やかな支援を目指されているという印象
を受けました。また、耳の不自由な方や外国人の方が毎日窓口に来
られる当センターでも、UD トークやコミュニケーションボードが
活用できるのでは？と感じました。 

〒516-8601  伊勢市岩渕 1-7-29

0596-21-5558　　　　　　　 0596-20-8555　

syougai@city.ise.mie.jp　　  　　http://city.ise.mie.jp

スタッフの感想

（※）伊勢市障がい者サポーターとは

連絡先

伊勢市健康福祉部　障がい福祉課　障がい福祉係

案内や周知をどのように行っていますか？

　伊勢市では「だれもが自分らしく暮らせる自立と共生のまち いせ」の実現を目指すため、聴覚
障がいのある人や音が聞こえにくい人などとのコミュニケーション支援の一環として 2018 年
９月に「UD トーク」を導入しました。

サポーター登録
申請書を提出する

サポーター研修会
に参加する

障がい者サポーターになるためには、「サポーター研修会」に参加し、サポーター登録申込書を提出してください。
「サポーター研修会」は、年に数回開催します。なお、開催予定は市ホームページなどでお知らせします。

現在の利用状況を教えてください。

拡
大
す
る
と…

タブレット端末に
大きな文字が！

伊勢市　健康福祉部　障がい福祉課　障がい福祉係に聞きました！
伊勢市のユニバーサルデザイン事例
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今号はユニバーサルデザインを特集しました。
誰もが住みやすく生活しやすい。そんな豊かでやさしいまちにしていくために、ユニバーサルデザインという
考え方は、とても大切だということがわかりました。
私たちもユニバーサルデザインを少しでも意識しながら、今後の活動を進めていきたいと思います。

ユニバーサルデザインに取り組まれている
企業のご紹介
　三重県庁、伊勢市役所のユニバーサルデザイン（以下、UD）の取り組みをご紹介しましたが、
行政だけでなく、さまざまな企業の皆さまも UD に取り組まれています。今回はそんな企業の中か
ら「株式会社モリサワ」様と「日本理化学工業株式会社」様に、UD への取り組みや UD に関する
商品をご紹介いただきました。

株 式 会 社 モ リ サ ワU D フ ォ ント

日 本 理 化 学 工 業 株 式 会 社ダストレスeye チョーク

　人は情報の大部分を視覚から得ているといわれています。自分が見え
ているから、人にも見えていると思っていませんか？多様化が進み、情
報過多となった現代社会では、より多くの人に伝わりやすい「情報のユ
ニバーサルデザイン」が求められています。
　モリサワの UD フォントは「文字のかたちがわかりやすいこと」「文
章が読みやすいこと」「読みまちがえにくいこと」という 3 つのコンセプ
トから生まれました。より多くの人にとって可読性、可視性に優れたフォ
ントです。ゴシック体、明朝体をはじめ、多言語書体や教科書体など幅
広いラインナップで情報のユニバーサルデザインをサポートします。

　日本理化学工業は、昭和 12 年に創業し、昭和 35 年からは障がい
者雇用を開始し、北海道美唄市と神奈川県川崎市の工場に現在 62 名
の障がい者（全社員の７割以上）が働くチョークの製造メーカーです。

【ダストレス eye チョーク】は、「人にやさしい、環境にやさしい」会
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UD新ゴ
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重
ね
る
と
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ね
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見やすい書体
体
体
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15. 陸の豊かさも守ろう
陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、
森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻
止および逆転、ならびに生物多様性損失の阻止を図る

の話

　人 間の生 命と生 活は海 洋だけでなく、陸 地にも支
えられています。植 物は人 間の食 料の80%を提 供し
ています。また、私たちは重 要な経 済 資 源、そして開
発 の 手 段として、農 業 に依 存しています。森 林 は 地
表の30%を占め、数百万の生物種にとって必須の生
息地や、きれいな空気と水の重要な供給源を提供す
るだけでなく、気 候 変 動への対 処においても不 可 欠
な役割を担っています。

　現 在、地 球はかつてない土 地の劣 化に直 面し、耕
作 地の損 失は歴 史 上のペースと比べて30倍から35
倍で進んでいます。干ばつや砂 漠 化も年々、深 刻 化
し、全 世 界 で1200 万 ヘクタールの 農 地 が 消 失し、
貧しいコミュニティに影響が及んでいます。

　持 続 可 能 な 開 発 目 標（SDGs）は、森 林 や 湿 地、
乾 燥 地、山 地などの陸 上 生 態 系を保 全し、2020 年
までにその利 用 回 復を狙いとしています。森 林の持
続可能な管理を推進し、砂漠化を食い止めることも、
気候変動の影響の緩和に欠かせません。

　森 林その他 生 態 系の保 全は、持 続 可 能な 開 発の
ための2030アジェンダを構 成する17のグローバル
目標の一つです。複 数の目標を同時に達 成するため
には、包括的なアプローチが必要不可欠です。

　2019 年 3月2日（土）、桑 名 メディアライヴにて、
【東 海 市 民 社 会 ネ ット ワ ー ク 研 究 会＠くわ な　
NPO×行政の協働事例発表会～ SDGｓ：陸の豊か

（出所：国連開発計画　駐日代表事務所ホームページ より抜粋）

さも守ろう～】を開催しました。「SDGｓ目標間のジ
レンマと協 働」をテーマに、ゲストの講 演やグループ
ディスカッションを行いました。

　四日市自然 保 護 推 進 委 員 会 副 会 長 の 寺 田 卓 二
さんから、ご自身が 取り組まれている自然 観 察 会や
ESD普 及にむけた活 動についてお話がありました。
寺田さんは、活 動を通して四日市の自然 環 境の変 化
を感じるようになったと話します。「行 政と協 働して
地 域の自然 環 境や特 定 外 来 生 物 分 布の調 査もして
います。外 来 種の調 査では、セアカゴケグモが 市 内
全 域に広がっていることがわかりました。里山は、マ
ツ枯 れ、タケの 侵 入、ナラ枯 れが 急 速 に進んでいま
す」。2013 年 からは 他 団 体と協 力し合 い、南 部 丘
陵公園の里山保全活動をはじめました。小面積ずつ

木を皆 伐して里山の手 入れをすることで里山の自然
がよみがえり、准 絶 滅 危 惧 種ササユリも戻ってきた
といいます。

　寺 田さんらは、市 内の山 林に計 画されたメガソー
ラー建設（足見川ソーラー、四日市ソーラー）につい
ても、問題意識を持って行動しました。メガソーラー
を規制するための法整備は十分に整っておらず、いく
ら近隣住民が建設に反対しても計画が変更になるこ
とは難しいのが現状です。「豊かな里山を守るために
できることはないか」と仲 間とともに考え、住 民にメ
ガソーラーの問 題 点を訴えるシンポジウムの開 催や
計 画 地での生き物 調 査、県への意 見 陳 述など、さま
ざまな 取り組 みをしたところ 議 員 や 県 職 員 の 方 も
思った以上に動いてくれたそうです。足見川ソーラー
計画はエリア内で絶滅危惧種サシバの繁殖がわかっ
たことを機に、事態は展開します。メガソーラー建設
に関するガイドラインが策定され、環境アセスメント
において建設事業者に対して、6割に及びエリアの建
設を中 止するよう知 事 意 見 が出されました。しかし
ながら、環 境アセスメントに対する知 事 意 見に法 的
拘 束力はなく、事 業 者はほぼ当初の予 定 通り計 画を
進めようとしました。それでも県当局は自然 環 境 保
全 条 例に基づく勧 告を出してサシバ保 護に努め、メ
ガソーラー 計 画は当初の規 模から20ヘクタール 縮
小されて進められることとなりました。

　寺田さんはお話の中で参加者にさまざまな問題提
起を行いました。例えば、行 政から事 業を受 託して
実 施する協 働について、「行 政 職員が 現 場 感 覚を知
る機 会を奪っているように感じます。昔は行 政 職 員
が市 民と一 緒に活 動していた。協 働 事 業の受 託によ
り最 近は行 政 職員が 現 場に出てくる機 会をなくして
いるのではないか。現 場 がわからないまま、助 成 金
や補助金の施策を作っていくことで、現実とのずれを

生んでいるのではないか。」と投げかけます。さらに、
「メガソーラー開発は里山の自然を壊すとはいえ、ク
リーンエネルギーの確保という名目があります。自然
を守ることも、再生可能エネルギーをうみだしていく
ことも大 事です。SDGｓの2つのゴールのなかでどう
折り合いをつけていくのが良いか、皆さんにも考えて
もらいたいです」と参加者に語りかけました。

次号ではSDGsが掲げる17のテーマ
から「8．働きがいも経済成長も」を特
集する予定です。

N E X T I S S U E

　イベントの最 後には、参 加 者 がグル ープに分かれ
ディスカッションを行いました。参加者からは「SDG
ｓのゴールが対 立することもあるが、いったんSDGs
というゴールを忘れて、自分たちの暮らしという視 点
から考え直してはどうか」「市 民がどれだけ自分のこ
ととして、当 事 者 意 識 を持てるかが 問 題 である」な
ど、さまざまな議論や意見がなされました。
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