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港区平和都市宜言 

 

かけがえのない美し い地球を守り 、世界の恒久平和を

願う 人びと の心は一つであり 、いつま でも 変わる こ と は

あり ま せん。  

私たちも 真の平和を望みながら 、 文化や伝統を守り 、

生き がいに満ちたま ちづく り に努めていま す。  

こ のふれあいのある 郷土、美し い大地をこ れから 生まれ

育つこ ど も たちに伝える こ と は私たちの務めです。  

私たちは、 我が国が『 非核三原則』 を堅持する こ と を

求める と と も に、 こ こ に広く 核兵器の廃絶を 訴え、 心

から 平和の願いを こ めて港区が平和都市である こ と を

宜言し ま す。  
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港  区   

  

 

港区平和都市宜言 

 

かけがえのない美し い地球を守り 、世界の恒久平和を

願う 人びと の心は一つであり 、いつま でも 変わる こ と は

あり ま せん。  

私たちも 真の平和を望みながら 、 文化や伝統を守り 、

生き がいに満ちたま ちづく り に努めていま す。  

こ のふれあいのある 郷土、美し い大地をこ れから 生まれ

育つこ ど も たちに伝える こ と は私たちの務めです。  

私たちは、 我が国が『 非核三原則』 を堅持する こ と を

求める と と も に、 こ こ に広く 核兵器の廃絶を 訴え、 心

から 平和の願いを こ めて港区が平和都市である こ と を

宜言し ま す。  

 

 昭和 60 年８ 月 15 日 

港  区   

  



 

目目  次次  

 
１  港区カラーバリ アフリ ーガイド ライン策定の目的 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
２  港区カラーバリ アフリ ーガイド ラインの位置づけ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
３  色覚障害とは . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
４  色覚障害のある人の色の見え方 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
５  色覚障害のある人が不便や不自由を感じるとき  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
６  適切な色の使い方 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
７  情報提供方法の種別に見た配慮点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
   １  共通 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 
   ２  印刷物 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
８  港区カラーバリ アフリ ーガイド ライン  チェ ッ クリ スト  . . . . . . . . . . . . . . . .  19 
９  まとめ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
10 参考文献 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
 
 

 

目 次 

 
１  港区カラーバリ アフリ ーガイド ライン策定の目的 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
２  港区カラーバリ アフリ ーガイド ラインの位置づけ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
３  色覚障害とは . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
４  色覚障害のある人の色の見え方 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
５  色覚障害のある人が不便や不自由を感じるとき  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
６  適切な色の使い方 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 
７  情報提供方法の種別に見た配慮点 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 
   １  共通 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 
   ２  印刷物 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
８  港区カラーバリ アフリ ーガイド ライン  チェ ッ クリ スト  . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
９  まとめ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
10 参考文献 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 
 
 
 



1 
 

１１   港港区区カカララーーババリリアアフフリリーーガガイイドド ラライインン策策定定のの目目的的  

 

色は誰にでも 同じ よ う に見える も のと 思われがちですが、 他の人には明ら かに

違っ て見える 色が、同じ よ う に見えたり 、逆に色のわずかな違いに敏感だっ たり す

る 人が、 多数いま す。  

こ う し た人がいる こ と やそのために不便な思いを さ れている こ と を 理解し たう

えで、 色の識別が困難な人 （ 色覚障害のある 人） に配慮し た情報提供を 行っ ていく

こ と が求めら れま す。多く の人に情報がき ちんと 伝わる よ う に利用する 側の視点に

立っ て提供する こ と が必要です。  

区では、 色覚障害のある 人にも 配慮し た暮ら し やすいま ちづく り を進める ため、

「 港区カラ ーバリ アフ リ ーガイ ド ラ イ ン」 を策定し ま す。  

本書は、 色彩表現についての情報提供を 詳細に記載し 、 色覚に障害があり 赤や

緑など の色の違いが識別し にく い人たちのための、印刷物や案内表示の色使いにつ

いて、 港区基本計画及び障害者計画に基づき 策定し たガイ ド ラ イ ンです。  

 バリ アフリ ー等をめぐ る 動向  

区は、 令和３ （ 2021） 年３ 月に新たな「 港区バリ アフリ ー基本構想」 を策定し 、

全ての人にと っ て分かり やすく 、利用し やすいま ちづく り を めざすユニバーサルデ

ザイ ンを よ り 一層推進する と と も に、公共施設や公共交通機関における 段差解消や

点字ブロ ッ ク の配置など、 地域のニーズを捉えたバリ アフリ ー化に取り 組んでいま す。 

国は、 令和４ （ 2022） 年５ 月に、 障害者によ る 情報の取得及び利用並びに意思疎

通に係る 施策の推進に関する 法律（ 障害者情報アク セシビ リ ティ ・ コ ミ ュ ニケー

ショ ン施策推進法） を 公布・ 施行し 、 全ての障害者があら ゆる 分野の活動に参加す

る ためには情報の十分な取得利用や円滑な意思疎通が極めて重要であり 、障害の種

類・ 程度に応じ た情報取得、 利用、 意思疎通に係る 施策を総合的に推進する こ と と

し ていま す。 ま た、 令和６  （2024） 年４ 月に障害を理由と する 差別の解消の推進に

関する 法律（ 障害者差別解消法） の一部を 改正する 法律を 施行し 、 事業者によ る 障

害のある 人への「 合理的配慮の提供（ ※）」 が、 こ れま での努力義務から 法的義務

と なり ま し た。  

こ のほか、 日本産業規格（ JI S） が定める 図記号の安全色及び安全標識規格であ

る 「 JI S Z9103」 が、 平成 30（ 2018） 年４ 月に改正さ れま し た。 今回の改正は、 ユ

ニバーサルデザイ ンカラ ーが採用さ れたこ と が最大のポイ ント で、先天色覚異常や

白内障など 色の見え方が多く の人と 異なる  「色覚障害」 を 含めて、 多様な色覚に配

慮し て各色の値が定めら れていま す。  
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１  港区カラーバリ アフリ ーガイド ライン策定の目的 

 

色は誰にでも 同じ よ う に見える も のと 思われがちですが、 他の人には明ら かに
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こ と が求めら れま す。多く の人に情報がき ちんと 伝わる よ う に利用する 側の視点に
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区では、 色覚障害のある 人にも 配慮し た暮ら し やすいま ちづく り を 進める ため、

「 港区カラ ーバリ アフ リ ーガイ ド ラ イ ン」 を策定し ま す。  

本書は、 色彩表現についての情報提供を 詳細に記載し 、 色覚に障害があり 赤や

緑など の色の違いが識別し にく い人たちのための、印刷物や案内表示の色使いにつ

いて、 港区基本計画及び障害者計画に基づき 策定し たガイ ド ラ イ ンです。  
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区は、 令和３ （ 2021） 年３ 月に新たな「 港区バリ アフ リ ー基本構想」 を 策定し 、

全ての人にと って分かり やすく 、利用し やすいま ちづく り をめざすユニバーサルデ

ザイ ンをよ り 一層推進する と と も に、公共施設や公共交通機関における 段差解消や

点字ブロ ッ ク の配置など、 地域のニーズを捉えたバリ アフリ ー化に取り 組んでいま す。 

国は、 令和４ （ 2022） 年５ 月に、 障害者によ る 情報の取得及び利用並びに意思疎

通に係る 施策の推進に関する 法律（ 障害者情報アク セシビ リ ティ ・ コ ミ ュ ニケー

ショ ン施策推進法） を 公布・ 施行し 、 全ての障害者があら ゆる 分野の活動に参加す

る ためには情報の十分な取得利用や円滑な意思疎通が極めて重要であり 、障害の種

類・ 程度に応じ た情報取得、 利用、 意思疎通に係る 施策を 総合的に推進する こ と と

し ていま す。 ま た、 令和６  （2024） 年４ 月に障害を理由と する 差別の解消の推進に

関する 法律（ 障害者差別解消法） の一部を 改正する 法律を施行し 、 事業者によ る 障
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ニバーサルデザイ ンカラ ーが採用さ れたこ と が最大のポイ ント で、先天色覚異常や

白内障など 色の見え方が多く の人と 異なる  「色覚障害」 を含めて、 多様な色覚に配

慮し て各色の値が定めら れていま す。  
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※ 合理的配慮の提供と は、事業者や行政機関等が、障害のある 人から 社会の中に

ある バリ ア（ 障壁） を取り 除く ために何ら かの対応を求めら れたと き に、 負担が

重すぎない範囲で対応する こ と です。  

２２   港港区区カカララーーババリリアアフフリリーーガガイイドド ラライインンのの位位置置づづけけ  

 

港区カラ ーバリ アフ リ ーガイ ド ラ イ ンは、 印刷物等の作成時、 建築物の新築・ 改

修の時に、 案内板等を設置・ 整備する 際に、 色使い等について配慮すべき 項目と そ

の内容を 例示し ていま す。  

区が作成し 配布する 印刷物、 新築・ 改修する 公共施設に設置・ 整備する 案内板等

については、可能な限り ガイ ド ラ イ ンに沿っ て、誰にでも 分かり やすい色彩等の表

現で作成し ていく よ う にし ま す。  

ま た、 区の関係団体等についても 周知を 図っ ていき ま す。  

ただし 、 区の広報等のよ う に限ら れた範囲での情報提供の場合など で、 12 ポイ

ント 以上の文字を使用する こ と が難し く 、例示の内容に沿う こ と ができ ないと き に

は、 本書を 色使いの目安と し て位置づけ、 配慮する よ う にし ま す。  

３３   色色覚覚障障害害ととはは  

 

人間の眼の網膜には３ 種類の錐体 （神経細胞） があり 、それぞれ主と し て赤、緑、

青の光に反応する 視物質を も っ ていま す。こ のう ちど れかの機能が多く の人たちと

異なる 状態が「 色覚障害」 です。 網膜の疾患で生後に生じ る こ と も あり ま すが、 先

天色覚異常のよ う に生ま れつき こ の特性を 持っ ている 人は少なく あり ま せん。  

色覚障害の多く は、 赤に反応する 視物質の遺伝子に変異が生じ た「 P 型色覚 （第

１ 色覚異常）」（ 約 25％） と 緑に反応する 視物質の遺伝子に変異が生じ た「 D型色覚

（ 第２ 色覚異常）」（ 約 75％） です。 赤と 緑の視物質は、 ど ちら が失われても 赤～緑

の波長域で色の差を 感じ にく く なる ため「 赤緑色覚異常」 と 総称さ れていま す。 青

に反応する 視物質の遺伝子に変異が生じ た「 T型色覚 （第３ 色覚異常）」（ 約 0. 02％）

は、 黄～青の波長域で色の差を感じ にく く なる ため「 青黄色覚異常」 と 呼ばれてい

ま す。 なお、 色覚障害を持たない大多数の人たちの色覚は「 C型色覚」 と 呼ばれて

いま す。生ま れつき 色覚障害のある 人の割合は、日本人の場合、おおむね男性は５ ％、

女性は 0. 2％の割合で存在し ま す。 こ の割合を港区における 日本人にあてはめる と 、

令和６ （ 2024） 年１ 月１ 日現在の日本人の総人口 245, 028 人（ 男性： 114, 470 人、

女性： 130, 558 人） のう ち、 5, 985 人（ 男性： 5, 724 人、 女性： 261 人） が該当する

計算になり ま す。  
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※ 合理的配慮の提供と は、事業者や行政機関等が、障害のある 人から 社会の中に
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の内容を例示し ていま す。  

区が作成し 配布する 印刷物、 新築・ 改修する 公共施設に設置・ 整備する 案内板等

については、可能な限り ガイ ド ラ イ ンに沿っ て、誰にでも 分かり やすい色彩等の表

現で作成し ていく よ う にし ま す。  

ま た、 区の関係団体等についても 周知を 図っ ていき ま す。  

ただし 、 区の広報等のよ う に限ら れた範囲での情報提供の場合など で、 12 ポイ

ント 以上の文字を 使用する こ と が難し く 、例示の内容に沿う こ と ができ ないと き に

は、 本書を 色使いの目安と し て位置づけ、 配慮する よ う にし ま す。  

３  色覚障害とは 

 

人間の眼の網膜には３ 種類の錐体 （神経細胞） があり 、それぞれ主と し て赤、緑、

青の光に反応する 視物質をも っ ていま す。こ のう ちど れかの機能が多く の人たちと

異なる 状態が「 色覚障害」 です。 網膜の疾患で生後に生じ る こ と も あり ま すが、 先

天色覚異常のよ う に生ま れつき こ の特性を 持っ ている 人は少なく あり ま せん。  

色覚障害の多く は、 赤に反応する 視物質の遺伝子に変異が生じ た「 P 型色覚 （第

１ 色覚異常）」（ 約 25％） と 緑に反応する 視物質の遺伝子に変異が生じ た「 D型色覚

（ 第２ 色覚異常）」（ 約 75％） です。 赤と 緑の視物質は、 ど ちら が失われても 赤～緑

の波長域で色の差を感じ にく く なる ため「 赤緑色覚異常」 と 総称さ れていま す。 青

に反応する 視物質の遺伝子に変異が生じ た「 T型色覚 （第３ 色覚異常）」（ 約 0. 02％）

は、 黄～青の波長域で色の差を感じ にく く なる ため「 青黄色覚異常」 と 呼ばれてい

ま す。 なお、 色覚障害を 持たない大多数の人たちの色覚は「 C型色覚」 と 呼ばれて

いま す。生ま れつき 色覚障害のある 人の割合は、日本人の場合、おおむね男性は５ ％、

女性は 0. 2％の割合で存在し ま す。 こ の割合を 港区における 日本人にあてはめる と 、

令和６ （ 2024） 年１ 月１ 日現在の日本人の総人口 245, 028 人（ 男性： 114, 470 人、

女性： 130, 558 人） のう ち、 5, 985 人（ 男性： 5, 724 人、 女性： 261 人） が該当する

計算になり ま す。  
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４４   色色覚覚障障害害ののああるる人人のの色色のの見見ええ方方  

 

色覚障害のある 人の見え方を シミ ュ レ ーショ ン し た結果です。 見え方の違いは

「 色のシミ ュ レ ータ 」 と いう アプリ で確認でき ま す。（ 注１ ）  

 

色覚障害のある 人の見分けにく い色の例 

配色 オリ ジナル P 型色覚 D型色覚 

青・ 紫    
 

   
 

   
 

水色・ ピ ンク     
 

   
 

   
 

明る い灰色・ 淡い水色    
 

   
 

   
 

灰色・ 淡い緑    
 

   
 

   
 

深緑・ 茶色    
 

   
 

   
 

濃い赤・ こ げ茶    
 

   
 

   
 

黒と 赤    
 

   
 

   
 

明る い茶色・  

オレ ンジ・ 明る い緑 
   

 

   
 

   
 

赤・ 緑・ 青緑    
 

   
 

   
 

黄色・ 黄緑・ 淡い青緑    
 

   
 

   
 

「 ユニバーサルデザインにおける色覚バリ アフリ ーへの提言」 を参考に作成 

 

 

【 注 1】 色覚障害のある 人の見え方を シミ ュ レ ーショ ンする アプリ  

 

3 
 

４  色覚障害のある人の色の見え方 

 

色覚障害のある 人の見え方を シミ ュ レ ーショ ン し た結果です。 見え方の違いは

「 色のシミ ュ レ ータ 」 と いう アプリ で確認でき ま す。（ 注１ ）  

 

色覚障害のある 人の見分けにく い色の例 

配色 オリ ジナル P 型色覚 D型色覚 

青・ 紫    
 

   
 

   
 

水色・ ピ ンク     
 

   
 

   
 

明る い灰色・ 淡い水色    
 

   
 

   
 

灰色・ 淡い緑    
 

   
 

   
 

深緑・ 茶色    
 

   
 

   
 

濃い赤・ こ げ茶    
 

   
 

   
 

黒と 赤    
 

   
 

   
 

明る い茶色・  

オレ ンジ・ 明る い緑 
   

 

   
 

   
 

赤・ 緑・ 青緑    
 

   
 

   
 

黄色・ 黄緑・ 淡い青緑    
 

   
 

   
 

「 ユニバーサルデザインにおける色覚バリ アフリ ーへの提言」 を参考に作成 

 

 

【 注 1】 色覚障害のある 人の見え方を シミ ュ レ ーショ ンする アプリ  

 



4 
 

「 色のシミ ュ レ ータ 」 アプリ ダウ ンロ ード サイ ト  

ht t ps: //asada. websi t e/cvsi mul at or/j / 

 
色の３ 要素 

色には、「 色相」「 明度」「 彩度」 の３ 要素があり ま す。  

「 色相」 と は、 色の種類、 色あいのこ と です。  全く 別の色相でも 混ぜる と 色相

ができ 、 それがつながり あってひと つの輪を 作り ま す。 こ れを色相環と いいま す。

「 明度」 と は明る さ の度合いのこ と で、 白に近づく ほど 明度が高く なり ま す。「 彩

度」は鮮やかさ の度合いのこ と で、白や黒を含ま ない色は、彩度が高いと いえま す。  

 

 色相環 赤紫と 緑の明度と 彩度の変化 

 
資料提供： コニカミ ノ ルタセンシング（ 株）  
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ができ 、 それがつながり あってひと つの輪を 作り ま す。 こ れを色相環と いいま す。

「 明度」 と は明る さ の度合いのこ と で、 白に近づく ほど 明度が高く なり ま す。「 彩
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https://asada.website/cvsimulator/j/
https://asada.website/cvsimulator/j/
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５５   色色覚覚障障害害ののああるる人人がが不不便便やや不不自自由由をを感感じじるるとときき   

 

（ １ ） 赤が目に飛び込んでこ ない 

P 型色覚の人には赤色が黒っ ぽく 暗く 見える 傾向がある ため、 強調によ く 使われ

る 赤字が黒字と 区別がつき にく いこ と や、赤ラ ンプの光が目立たないこ と があり ま

す。  

 

（ ２ ） 色分けさ れた資料から 情報が読み取れない 

色の組合せにも よ り ま すが、色分けが区別でき ないこ と があり ま す。カラ ーの図

表で情報が色分けさ れていても 色の区別がつかないと 全く 情報が得ら れま せん。  

 

（ ３ ） 離れたも のの色合せができ ない 

グラ フ や地図に使われている 色と 欄外にある 凡例の間で色合せを 行う こ と が困

難です。それぞれの色が似通って見える ため、離れたと こ ろでの色合せが難し く な

り ま す。施設の床の色分けさ れた誘導線の色を、壁の案内図に色分けで説明し てい

る 場合も 理解が困難になり ま す。  

 

（ ４ ） 色の名前が分から ない 

色の違いに気づいても 、それぞれの色を何色と 表現し たら 良いかが分から ないこ

と が多く あり ま す。 そのため、 色名だけで指示さ れても 、 その色の物体を探すこ と

が困難なこ と があり ま す。  

 

（ ５ ） 光る も のの色が見にく い 

赤〜橙〜黄〜緑の範囲の発光ダイ オード （ LED） の光の色を 見分ける のが困難で

す。 例えば電化製品の状態を LEDの光の色だけで区別する こ と は難し く なり ま す。

充電中は LEDが点滅し 、充電完了で消灯する よ う な仕様であれば、光の色を 区別す

る 必要はなく 、 点灯のパタ ーンで区別でき ま す。 光の色を 区別さ せる のであれば、

橙〜黄と 白、 又は、 橙〜黄と 青の LEDの組合せが推奨さ れま す。  

 

（ ６ ） 信号機の赤ラ ンプと 黄色ラ ンプの色の違いが分かり にく い 

交通信号機の緑ラ ンプは青味の強い緑が採用さ れている ので、黄や赤ラ ンプと 容

易に区別がつく よ う に工夫さ れていま す。赤と 黄色ラ ンプの区別は難し いこ と があ

り ま すが、 点灯する 位置が違う ために区別でき ま す。  
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６６   適適切切なな色色のの使使いい方方  

 
（ １ ） 色分け以外の区別を 併用する  

ま ずは色分けがなく ても 理解でき る よ う なデザイ ンを作成し 、その上でさ ら に違

いを 強調する ために副次的に色を添える と いう 工夫が重要です。色分けだけに頼ら

ず、色以外の情報を 必ず付加する こ と で色覚障害のある 人にも 情報が正し く 伝わり 、

全て人によ り 分かり やすい図版を作る こ と ができ ま す。  

 

（ ２ ） カラ ーユニバーサルデザイ ン推奨配色セッ ト を使う  

装飾と し て色を使う 場合は好みの色を選ぶこ と で問題あり ま せん。し かし 、色分

けに情報を 載せる のであれば、全ての色覚でそれぞれの色を 見分けやすい「 カラ ー

ユニバーサルデザイ ン推奨配色セッ ト 」（ 後述） を活用し ま す。  

 

（ ３ ） 色の選び方 

カラ ーユニバーサルデザイ ン推奨配色セッ ト を用いずに、色を 選ぶ場合には以下

の点に注意し ま す。 赤色を 選ぶと き は、 濃い赤 （ 紅色） を 使わず、 少し 黄色味を 加

えた朱赤を 使いま す。 緑は赤や茶色と 区別し やすく なる 青味の強い緑を 使いま す。

明る い緑、 黄緑、 黄色はそれぞれを 区別する こ と が難し いため、 同時に使わないよ

う にし ま す。  

紅色    朱赤 

  

 

明る い緑   青味の強い緑 

  

 

 

（ ４ ） 色の組合せ 

赤〜橙〜黄〜緑の範囲や、青〜紫の範囲の中で色を 選ぶと 、色覚障害のある 人に

は色の違いが分かり にく く なり ま す。そこ で赤～緑（ 暖色） と 青緑～青〜紫 （ 寒色）

のそれぞれの範囲から 色を 選び、 対比さ せる と 分かり やすく なり ま す。  

暖色と 寒色であっ ても 、同じ よ う な明る さ の色が並ぶと 見にく く なる ので、明度

差も 加えて色を 選ぶと 良いでし ょ う 。 色合い（ 色相） だけでなく 見た目の明る さ を

大き く 変化さ せ、 ３ 色以上なら 明る い色、 中間の色、 暗い色を 組み合わせま す。  
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６  適切な色の使い方 
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差も 加えて色を選ぶと 良いでし ょ う 。 色合い（ 色相） だけでなく 見た目の明る さ を

大き く 変化さ せ、 ３ 色以上なら 明る い色、 中間の色、 暗い色を組み合わせま す。  
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パス テルカラ ー（ 明る く 澄んだ色） 同士や、 アース カラ ー（ 彩度の低い色） 同士

の組合せは避け、パス テルカラ ーやアース カラ ーを使う のであれば、彩度の高い色

と 対比さ せて使いま す。  

避ける 組合せ 

  

 

良い組合せ 

  

 

（ ５ ） 色相の違いよ り も 明度と 彩度の違いを対比さ せる  

色覚障害のある 人は色相の見分けが苦手な一方、明度や彩度の差は区別でき ま す。

例えば、地図の段彩のよ う なパタ ーンは、同じ 明る さ で緑→黄緑→黄色→オレ ンジ

のよ う に色相だけ変えてある と 差を 見分ける のが難し いですが、同じ 色相で明る い

緑→緑→暗い緑のよ う に明る さ を変えてあれば、 容易に区別でき ま す。  

 

区別が困難 

   

 

区別が容易 

   

 

（ ６ ） 注意を喚起する 色使い 

道路の段差を 強調する など 視認性を 高める ための色使いが求めら れる 場合は、弱

視の人にと っても 色覚障害のある 人にと っ ても 明暗のコ ント ラ ス ト （ 対比） がと て

も 重要です。 点字ブロ ッ ク など の誘導標示では、 同じ 黄色を使用する にせよ 、 明る

い色の床なら 濃い黄色を 、暗い色の床なら 明る い黄色を 使う など 明暗のコ ント ラ ス

ト を つけま す。  

 

（ ７ ） 背景色（ 地色） の配慮 

色のついた背景上の色のついた文字や図形は見にく く なり ま す。濃い色の背景の

場合は、文字や図形には白又は明度の高い明る い色を使用し てコ ント ラ ス ト を つけ

ま す。濃い色の文字や図形を 表示する と き には、背景色はなる べく 白を 使用し ま す。 

 

見にく い配色 

港 区  港 区  港 区  
 

見やすい配色 

港 区  港 区  港 区  
 

（ ８ ） 色の塗分けは面積を 大き く  

色分けを区別する には、 よ り 広い面積に色が塗ら れている 方が容易になり ま す。

線を 色分けする のであれば、 細い線よ り も 太い線を 使いま す。 ま た、 文字を 色分け

する のであれば、線の細い字体よ り も 線の太い字体を 使い、なる べく 小さ な字体は

避けて大き な字体を 用いま す。  
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（ ６ ） 注意を 喚起する 色使い 

道路の段差を強調する など 視認性を高める ための色使いが求めら れる 場合は、弱
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も 重要です。 点字ブロ ッ ク など の誘導標示では、 同じ 黄色を 使用する にせよ 、 明る

い色の床なら 濃い黄色を 、暗い色の床なら 明る い黄色を使う など 明暗のコ ント ラ ス

ト を つけま す。  

 

（ ７ ） 背景色（ 地色） の配慮 

色のついた背景上の色のついた文字や図形は見にく く なり ま す。濃い色の背景の

場合は、文字や図形には白又は明度の高い明る い色を 使用し てコ ント ラ ス ト をつけ

ま す。濃い色の文字や図形を表示する と き には、背景色はなる べく 白を 使用し ま す。 

 

見にく い配色 

港 区  港 区  港 区  
 

見やすい配色 

港 区  港 区  港 区  
 

（ ８ ） 色の塗分けは面積を大き く  

色分けを区別する には、 よ り 広い面積に色が塗ら れている 方が容易になり ま す。

線を 色分けする のであれば、 細い線よ り も 太い線を 使いま す。 ま た、 文字を 色分け

する のであれば、線の細い字体よ り も 線の太い字体を使い、なる べく 小さ な字体は

避けて大き な字体を用いま す。  
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７７   情情報報提提供供方方法法のの種種別別にに見見たた配配慮慮点点  

 

１  共通 

（ １ ） 情報の提示方法 

色覚障害のある 人に対し て次のよ う な配慮する こ と で、全ての人に分かり やすく

情報を提示する こ と ができ る よ う になり ま す。  

 

①  色の選び方や組合せ方に対する 配慮 

•  色の違いだけでなく 形の違いでも 区別でき る よ う にし てく ださ い。  

•  赤を 表現する 時は、 真紅や紅色ではなく 、 明る い朱色を用いてく ださ い。  

•  色を 組み合わせる 時は、 暖色系（ 赤～黄〜緑） と 寒色系（ 青緑～青〜紫） を

対比さ せて使用し てく ださ い。  

•  明る い色と 暗い色など の明度の違う 色を組み合わせて使用し てく ださ い。  

②  文字色と 背景色のコ ント ラ ス ト 、 書体や字体（ 太字、 斜体など ） に関する

配慮 

•  書体は線の太いゴシッ ク 体を使用し て色の載る 面積を 増やし てく ださ い。  

•  文字を 強調する 場合は色の違いだけでなく 、文字サイ ズ、書体（ フ ォ ント ）、

ス タ イ ル（ 太字、 斜体）、 下線、 傍点、 文字囲みなど の区別を併用し てく だ

さ い。  
 

太字 色以外でも 情報が得ら れる よ う にし てく ださ い。  

文字サイ ズ 色以外でも 情報が得ら れる よ う にし てく ださ い。  

下線 色以外でも 情報が得ら れる よ う にし てく ださ い。  

傍点 色以外でも 情報
．．

が
．

得
．

ら れる よ う に
．．．．．．

し てく ださ い。  

囲み枠 色以外でも 情報が得ら れる よ う にし てく ださ い。  

斜体 色以外でも 情報が得ら れる よ う にし てく ださ い。  

影付き 文字 色以外でも 情報が得ら れる よ う にし てく ださ い。  

網掛け 
色以外でも 情報が得ら れる よ う にし てく ださ い。  
 

色以外でも 情報が得ら れる よ う にし てく ださ い。  
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し てく ださ い。  

囲み枠 色以外でも 情報が得ら れる よ う にし てく ださ い。  

斜体 色以外でも 情報が得ら れる よ う にし てく ださ い。  
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③  図やグラ フ でのデザイ ンに関する 配慮 

•  図やグラ フ の凡例を 設ける だけでなく 、引出線によ り 項目名を図やグラ フ に

直接記載し 、 離れた場所での色合せを 回避し てく ださ い。  

•  塗分けをする 場合は、カラ ーユニバーサルデザイ ン推奨配色セッ ト を 用いる

か、 色分けだけでなく 横線や斜め線など のハッ チング（ 網掛け） パタ ーンを

併用し てく ださ い。  

•  色の塗分けの境界や輪郭を 黒又は白で描いてく ださ い。  

•  折れ線グラ フ では各線を区別する ために色分けだけでなく 、実線、破線など

異なる 形の線種や異なる 形のシンボルを併用し てく ださ い。  

 

円グラ フ の例 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線グラ フ の例 
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（ ２ ） 学校での取組 

文部科学省は、学校における 色覚障害への配慮が必要と し て、教職員が色覚障害

について正し く 理解し 、 学習、 進路のそれぞれにおいて適切な指導を 行う ために、

児童生徒に対する 指導のあり 方を示す資料「 色覚に関する 指導の資料」 を作成し て

いま す。  

 

２  印刷物 

（ １ ） 文字 

①字体・ 文字の大き さ  

•  フ ォ ント はユニバーサルデザイ ンフ ォ ント （ UDF） を 使用し 、 文字の読みや

すさ を 考えて、 なる べく 大き な文字を 使いま す。  

【 例】  

•  ユニバーサルデザイ ンフ ォ ント 明朝体 

  文字の読みやすさ を 考えて、 文字の大き さ を 決めてく ださ い。  

•  明朝体 

  文字の読みやすさを考えて、文字の大きさを決めてください。 

【 標準的な文字の大き さ 】  

用紙サイ ズ ポイ ント 数 

A4 サイ ズ 12～14 ポイ ント  

B2 サイ ズ以上（ ポス タ ーなど ）  22 ポイ ント 以上 

ラ ベルなど の小さ な説明書き  ８ ポイ ント 以上 

 

•  文字サイ ズが小さ く なる 場合には、文字の太さ が均一で見やすいゴシッ ク 体

を使いま す。  

【 例】  

•  明朝体、 ８ ポイ ント  

  文字の読みやすさ を考えて、 文字の大き さ を 決めてく ださ い。  

•  ゴシッ ク 体、 ８ ポイ ント  

  文字の読みやすさを考えて、文字の大きさを決めてください。 

 

•  英数字以外の半角文字は、 極力使わないよ う にし ま す。  

【 例】  

・ カラ ーユニバーサルデザイ ン（ 全角）  

・ ｶﾗ ﾕーﾆﾊ゙ ｻーﾙﾃ゙ ｻ゙ ｲﾝ（ 半角）  
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②強調 

 

強調方法 注意点 

太字、 下線、  

斜体、 傍点、  

囲み枠、 大き さ  

12 ポイ ント 以下の文字は太字にする と 、 文字がつぶれ

て読みにく く なる 場合があり ま す。  

網掛け 網掛けの色と 文字色の組合せに注意し ま す。  

斜体、  

影付き 文字 
文字が読みにく く なる 場合があり ま す。  

 

【 例】  

•  太字 

   色だけでなく 別の手段でも 情報の違いを表現し てく ださ い。  

•  文字サイ ズ 

   色だけでなく 別の手段でも 情報の違いを表現し てく ださ い。  

•  下線 

   色だけでなく 別の手段でも 情報の違いを表現し てく ださ い。  

•  傍点 

   色だけでなく 別
．

の
．

手段
．．

でも
．．

情報
．．

の
．

違
．

いを
．．

表現
．．

し てく ださ い。  

•  囲み枠 

   色だけでなく 別の手段でも 情報の違いを表現し てく ださ い。  

•  網掛け 

   色だけでなく 別の手段でも 情報の違いを表現し てく ださ い。  

   色だけでなく 別の手段でも 情報の違いを表現し てく ださ い。  

•  斜体 

   色だけでなく 別の手段でも 情報の違いを 表現 し てく ださ い。  

•  影付き 文字 

   色だけでなく 別の手段でも 情報の違いを表現し てく ださ い。  
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③文字間隔・ 行間隔・ 空白 

•  文字間隔や行間隔のバラ ンス に注意し ま す。  

【 例】  

•  文字間隔・ 行間隔が広すぎて読みにく い。  

文 字 の 読 み や す さ を 考

え て 、 文 字 間 隔 や 行

間 隔 に も 注 意 し て く だ

さ い 。  

 

•  文字間隔・ 行間隔が狭すぎて読みにく い。  

文字の読みやすさ を考えて、 文字間隔や

行間隔にも 注意し てく ださ い。  
 

 

•  文章の割合が紙面全体の７ 割く ら いを 目安にし 、 適度な余白を 取り ま す。  

【 例】  

 （ 文章の割合が高い例）  （ 文章の割合を 考慮し た例）  
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（ ２ ） 配色 

方法 注意点 

色の組合せ・  

文字色と 背景色 

色のシミ ュ レ ータ を 用いて、様々な色覚においても コ ント

ラ ス ト が十分にある か確認し ま す。  

色の多用 
見にく く なる 場合がある ため、むやみに色の種類を 増やさ

ないよ う にし ま す。  

 

 

【 見分けにく い組合せ】       【 見分けやすい組合せ】  

白と 黄色 
港区 港区  

 

 黒と 白 
港区 港区  

 

赤と 緑 
港区 港区  

 

 青と 白 
港区 港区  

 

赤と 青 
港区 港区  

 

 緑と 白 
港区 港区  

 

黒と 紫 
港区 港区  

 

 黒と 黄色 
港区 港区  

 

オレ ン ジ

と 緑 港区 港区  
 

 赤と 黄色 
港区 港区  

 

水色と  

ピ ンク  港区 港区  
 

 青と 黄色 
港区 港区  

 

 

 

色名を 表示し ておく と 、対象物の色が分から なく ても 、色名を用いた案内に従っ

て適切な対象物を見つける こ と ができ ま す。  

【 例】  

 

 

  

 

 

水色 
交付申請書 
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（ ２ ） 配色 

方法 注意点 

色の組合せ・  

文字色と 背景色 

色のシミ ュ レ ータ を 用いて、様々な色覚においても コ ント

ラ ス ト が十分にある か確認し ま す。  

色の多用 
見にく く なる 場合がある ため、むやみに色の種類を 増やさ

ないよ う にし ま す。  

 

 

【 見分けにく い組合せ】       【 見分けやすい組合せ】  

白と 黄色 
港区 港区  

 

 黒と 白 
港区 港区  

 

赤と 緑 
港区 港区  

 

 青と 白 
港区 港区  

 

赤と 青 
港区 港区  

 

 緑と 白 
港区 港区  

 

黒と 紫 
港区 港区  

 

 黒と 黄色 
港区 港区  

 

オレ ン ジ

と 緑 港区 港区  
 

 赤と 黄色 
港区 港区  

 

水色と  

ピ ンク  港区 港区  
 

 青と 黄色 
港区 港区  

 

 

 

色名を表示し ておく と 、対象物の色が分から なく ても 、色名を 用いた案内に従っ

て適切な対象物を 見つける こ と ができ ま す。  

【 例】  

 

 

  

 

 

水色 
交付申請書 
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（ ３ ） 画像（ 写真・ 図・ グラ フ など ）  

色に頼ら なく ても 情報を 得ら れる よ う にし ま す。  

種別 注意点 

写 真 

写真の上に書かれた色のついた文字は読みにく く なる こ と が

ある ため、 文字を 縁取る など し て背景の写真と 文字色と の間

に十分なコ ント ラ ス ト を 確保し ま す。  

グラ フ  
線を用いる 場合は、 線の色を 変える だけでなく 、 実線、 点線

など の線種と 色を 組み合わせて区別し ま す。  

図 

図の横に凡例を設ける だけでなく 、 図中に直接情報を 書き 込

みま す。  

領域の塗分けは色だけでなく ハッ チングなど を併用し ま す。  

 

【 悪い例】  

 

  

【 良い例】  

領域部分に項目名を記

述する 。  

 
 

 

 

【 良い例】  

引き 出し 線を つけ、 領域

と の対応付けを 示す。  

 

 

【 良い例】  

引き 出し 線を つけ、 領域

の違いを ハッ チングで表

現する 。  
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（ ３ ） 画像（ 写真・ 図・ グラ フ など ）  

色に頼ら なく ても 情報を得ら れる よ う にし ま す。  

種別 注意点 

写 真 

写真の上に書かれた色のついた文字は読みにく く なる こ と が

ある ため、 文字を 縁取る など し て背景の写真と 文字色と の間

に十分なコ ント ラ ス ト を 確保し ま す。  

グラ フ  
線を 用いる 場合は、 線の色を 変える だけでなく 、 実線、 点線

など の線種と 色を 組み合わせて区別し ま す。  

図 

図の横に凡例を設ける だけでなく 、 図中に直接情報を 書き 込

みま す。  

領域の塗分けは色だけでなく ハッ チングなど を 併用し ま す。  

 

【 悪い例】  

 

  

【 良い例】  

領域部分に項目名を 記

述する 。  

 
 

 

 

【 良い例】  

引き 出し 線を つけ、 領域

と の対応付けを 示す。  

 

 

【 良い例】  

引き 出し 線を つけ、 領域

の違いをハッ チングで表

現する 。  
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（ ４ ） 製本 

冊子等で「 ツ メ 」（ ※1） を使用する 場合は、 カラ ーユニバーサルデザイ ン推奨配

色セッ ト を 活用し て章やジャ ンル別に色分けする ほか、章ごと にツ メ の位置を 変え

る など 、 色以外でも 章の場所が分かる よ う に工夫し ま す。  

 

 

 

※１  小口側に付けら れた章など の違いを 示すための印 
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（ ４ ） 製本 

冊子等で「 ツ メ 」（ ※1） を使用する 場合は、 カラ ーユニバーサルデザイ ン推奨配
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※１  小口側に付けら れた章など の違いを 示すための印 
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カテゴ リ  チェ ッ ク 項目 チェ ッ ク  

文字 

ユニバーサルデザイ ン フ ォ ン ト を使用する 。   

読みやすい大き さ の文字を使用する 。   

網掛け、 斜体、 影付き によ って読みにく く なっていないか注意

する 。  

 

文字間隔や行間隔のバラ ンス に注意する 。   

適度な余白を取る 。   

配色 

色のシミ ュ レ ータ を用いて、文字色と 背景色のコ ン ト ラ ス ト を

確保でき ている か確認する 。  

 

色を 多用する と 見にく く なる 場合がある ので、むやみに使用す

る 色を 増やさ ない。  

 

色名を 用いて案内する 場合には、 対象物に色名を 表示する 。   

絵・  

写真・

図・  

グラ フ  

色に頼ら なく ても 情報を 得ら れる よ う にする 。   

写真の上に文字が重なる 場合は、文字を縁取る など し て背景と

文字色と に十分なコ ン ト ラ ス ト を確保する 。  

 

線は実線同士で色だけを 変える のでなく 、 実線や点線、 波線な

ど さ ま ざま な線種と 色を 組み合わせる 。  

 

図の横に凡例を 設ける だけでなく 、 図中に直接書き 込む。   

塗分けには、 色だけでなく ハッ チン グ（ 網掛け） など を併用す

る 。  

 

製本 
ツ メ を 使用する 場合は、 章ごと にツ メ の位置を 変える など 、 色

以外でも 章の場所が分かる よ う にする 。  
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８８   港港区区カカララーーババリリアアフフリリーーガガイイドド ラライインン   チチェェ ッッ ククリリ スストト   

 

基

本

事

項 

□色覚（ 色の感じ 方） が多く の人と 異なる 人がいる こ と を 理解する 。  

□色の見え方の違いは「 色のシミ ュ レ ータ 」 アプリ で確認する 。  

□白黒でコ ピ ーし ても 内容が識別でき る か確認する 。  

□色分けがなく ても 理解でき る よ う なデザイ ンを作成する 。  

 

色

の

選

び

方

・

組

み

合

わ

せ

方 

□色分けによ っ て情報を 載せる 場合には、 カラ ーユニバーサルデザイ ン推

奨配色セッ ト を活用する 。  

□背景の色と 文字の色に明暗のコ ント ラ ス ト を つける 。  

□彩度の低い（ パス テルカラ ーやアース カラ ーの） 色同士を選ばない。  

□赤色を 選ぶと き は濃い赤（ 紅色） は使わず、 少し 黄色みを 加えた朱赤を

使う 。  

□緑色は青味の強い緑を 使う 。  

□明る い緑は黄緑や黄色と 区別が難し いため、 同時に使用し ない。  

□同じ 明る さ の色が並ぶと 見にく く なる ため、 明度差の異なる 色を組み合

わせる 。  

□色を組み合わせる と き は、 暖色系（ 赤～黄～緑） と 寒色系（ 青緑～青～

紫） を 対比さ せる 。  

□３ 色以上の色を使う 場合、明る い色、中間の色、暗い色を組み合わせる 。 

□注意を 喚起する 色使いでは、 明暗のコ ント ラ ス ト を明確にする 。  

□濃い色の背景には白又は明度の高い色を 用いてコ ント ラ ス ト をつける 。  

□見にく く なる 場合がある ため、 色を多用し ない。  

 

色

以

外

の

工

夫 

□色の名前を用いて案内する 場合には印刷物等に文字で色名を 記載する 。  

□グ ラ フ や地図など 塗分けする 場合には、 横線や斜め線など ハッ チン グ

（ 模様） を付ける 。  

□写真の上の色のついた文字は読みにく く なる こ と がある ため、 文字に境

界線や輪郭を 付け、 明確に表現する 。  

□色分けを 区別し やすく する ため、 文字等に色を 載せる 場合には、 文字の

線を太く する など 、 よ り 広い面積に色が塗ら れる よ う にする 。  

□文字を 強調する 場合には、文字サイ ズ、書体、ス タ イ ルなど を併用する 。 
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８  港区カラーバリ アフリ ーガイド ライン  チェ ッ クリスト  

 

基

本

事

項 

□色覚（ 色の感じ 方） が多く の人と 異なる 人がいる こ と を理解する 。  

□色の見え方の違いは「 色のシミ ュ レ ータ 」 アプリ で確認する 。  

□白黒でコ ピ ーし ても 内容が識別でき る か確認する 。  

□色分けがなく ても 理解でき る よ う なデザイ ンを 作成する 。  

 

色

の

選

び

方

・

組

み

合

わ

せ

方 

□色分けによ って情報を 載せる 場合には、 カラ ーユニバーサルデザイ ン推

奨配色セッ ト を 活用する 。  

□背景の色と 文字の色に明暗のコ ント ラ ス ト を つける 。  

□彩度の低い（ パス テルカラ ーやアース カラ ーの） 色同士を 選ばない。  

□赤色を選ぶと き は濃い赤（ 紅色） は使わず、 少し 黄色みを加えた朱赤を

使う 。  

□緑色は青味の強い緑を 使う 。  

□明る い緑は黄緑や黄色と 区別が難し いため、 同時に使用し ない。  

□同じ 明る さ の色が並ぶと 見にく く なる ため、 明度差の異なる 色を組み合

わせる 。  

□色を 組み合わせる と き は、 暖色系（ 赤～黄～緑） と 寒色系（ 青緑～青～

紫） を対比さ せる 。  

□３ 色以上の色を 使う 場合、明る い色、中間の色、暗い色を 組み合わせる 。 

□注意を喚起する 色使いでは、 明暗のコ ント ラ ス ト を 明確にする 。  

□濃い色の背景には白又は明度の高い色を 用いてコ ント ラ ス ト を つける 。  

□見にく く なる 場合がある ため、 色を 多用し ない。  

 

色

以

外

の

工

夫 

□色の名前を 用いて案内する 場合には印刷物等に文字で色名を記載する 。  

□グ ラ フ や地図など 塗分けする 場合には、 横線や斜め線など ハッ チン グ

（ 模様） を 付ける 。  

□写真の上の色のついた文字は読みにく く なる こ と がある ため、 文字に境

界線や輪郭を付け、 明確に表現する 。  

□色分けを 区別し やすく する ため、 文字等に色を 載せる 場合には、 文字の

線を 太く する など 、 よ り 広い面積に色が塗ら れる よ う にする 。  

□文字を強調する 場合には、文字サイ ズ、書体、ス タ イ ルなど を併用する 。 
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９９   ままととめめ  

 

色の使い方等について、 あら ためて重要な３ つのポイ ント を 示し ま す。  

 

 

 

 

  

改善前 改善後

AB

C
D

1

色を見分けにくい人にも
情報が伝わるようにする

• グラフや地図など、塗分けする場合には、
色だけでなく、横線や斜め線などのハッチ
ング（模様）を付ける

• 境界線や輪郭を付け、より明確に表現する

2

できるだけ多くの人が
見分けやすい配色を選ぶ

• 背景の色と文字の色に明暗の差をつける

• 彩度の低い（パステル調）色同士を選ばない

• 白黒でコピーしても内容が識別できるか確
認する

港区 港区

港区 港区

港区 港区

港区 港区

改善前 改善後

3
色の識別の違いを意識し

印刷物等には色名を記載する

• 色の名前を用いて案内する場合には、印刷
物等に、文字で色名を記載する

改善前 改善後

申 請 書 ②

申 請 書 ①

～～～～～
～～～～～
～～～～

申 請 書 ②

申 請 書 ①

黄色

水色

～～～～～
～～～～～
～～～～
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９  まとめ 
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黄色

水色

～～～～～
～～～～～
～～～～
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1100  参参考考文文献献  

 

本ガイ ド ラ イ ンの策定に当たり 、 次の文献を参考と し ま し た。  

 

色覚障害について 

•  「 ユニバーサルデザイ ンにおける 色覚バリ アフ リ ーヘの提言」  

岡部正隆／伊藤啓／橋本知子著 

ht t p: //www. ni g. ac. j p/col or/handout 1. pdf  

 

•  「 色覚バリ アフ リ ーの手引き 」  

伊藤啓／岡部正隆監修、 東京都印刷工業組合 

 

色使いの方法について 

•  「 中央区刊行物等色使い指針」  中央区 

ht t ps: //www. ci t y. chuo. l g. j p/document s/17/i r ot ukai . pdf  

 

 

•  「 わかり やすい印刷物の作り 方」  静岡県 

ht t ps: //www. pr ef . shi zuoka. j p/_ r es/proj ect s/def aul t _ pr oj ect /_ page_ /001

/012/684/wakar i yasui i nnsat ubut u. pdf  

 

•  「 印刷物・ 名刺・ 封筒のユニバーサルデザイ ン」  三重県 

ht t ps: //www. pr ef . mi e. l g. j p/UD/HP/20776012411. ht m 

 

 

•  「 カラ ーバリ アフ リ ー 色使いのガイ ド ラ イ ン」  神奈川県 

ht t p: //www. ni g. ac. j p/col or/gui del i ne_ kanagawa. pdf   
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•  「 中央区刊行物等色使い指針」  中央区 

ht t ps: //www. ci t y. chuo. l g. j p/document s/17/i r ot ukai . pdf  

 

 

•  「 わかり やすい印刷物の作り 方」  静岡県 

ht t ps: //www. pr ef . shi zuoka. j p/_ r es/proj ect s/def aul t _ pr oj ect /_ page_ /001

/012/684/wakar i yasui i nnsat ubut u. pdf  

 

•  「 印刷物・ 名刺・ 封筒のユニバーサルデザイ ン」  三重県 

ht t ps: //www. pr ef . mi e. l g. j p/UD/HP/20776012411. htm 

 

 

•  「 カラ ーバリ アフ リ ー 色使いのガイ ド ラ イ ン」  神奈川県 

ht t p: //www. ni g. ac. j p/col or /gui del i ne_ kanagawa. pdf   
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https://www.city.chuo.lg.jp/documents/17/irotukai.pdf
https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001
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障害者に関するマーク 

障害者に関するマークは、国際的に定められたものや法律に基づいているものの

他、各障害者団体が独自に提唱しているものもあります。次の各マークは、その代

表的なものです。 

 

 障害者に関するシンボルマーク 
障害のある人が利用しやすい建築物や公共輸送機関であることを
示す、世界共通のマークです。 
公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会 

 盲人のための国際シンボルマーク 
世界盲人連合で 1984 年に制定された、視覚障害者の安全やバリア
フリーに考慮された建物・設備・機器などにつけられる世界共通
のマークです。 
社会福祉法人日本盲人福祉委員会 

 身体障害者標識（身体障害者マーク） 
肢体不自由であることを理由に運転免許に条件を付された人が車
に表示するマークです。 
各警察署 

 聴覚障害者標識（聴覚障害者マーク） 
政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に、運転免許に条
件を付された人が車に表示するマークです。 
各警察署 

 耳マーク 
聴覚に障害があることを示し、コミュニケーション方法に配慮を
求める場合などに使用されているマークです。また、自治体、病
院、銀行などが、聴覚障害者に援助をすることを示すマークとし
ても使用されています。 
一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 

 ほじょ犬マーク 
身体障害者補助犬法で定められた補助犬（盲導犬・介助犬・聴導
犬）を受け入れる店の入口などにはるマークです。 
厚生労働省・援護局 障害保健福祉部 企画課 自立支援振興室 
 

 オストメイトマーク 
オストメイト（人工肛門・人口膀脱を保有する人）を示すシンボ
ルマークです。 
公益社団法人日本オストミー協会 
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 ハート・プラスマーク 
身体内部に障害のある方の存在を視覚的に示し、理解と協力を広
げるために作られたマークです。 
特定非営利活動法人ハート・プラスの会 

 ヘルプマーク 
義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、または
妊娠初期の人等、援助や配慮を必要としていることを知らせるこ
とで、援助を得やすくなるように作られたマークです。 

東京都 福祉局 障害者施策推進部 企画課 社会参加推進担当 

 障害者雇用支援マーク 
公益財団法人ソーシャルサービス協会が在宅障害者就労支援なら
びに障害者就労支援を認めた企業・団体に対して付与する認証
マークです。 
公益財団法人 ソーシャルサービス協会 IT センター 

 白杖 SOS シグナル普及啓発シンボルマーク 
白杖を頭上 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「白杖 SOS シグナル」運動の普及啓発シンボルマークです。 
岐阜市 福祉部 障がい福祉課 

 手話マーク 
聴覚に障害がある人が、手話でのコミュニケーションの配慮を求
める場合に提示されるマークです。また、自治体、民間施設、交
通機関の窓口などで、手話での対応が可能であることを示すマー
クとしても使用されています。 
一般財団法人 全日本ろうあ連盟 

 筆談マーク 
聴覚障害者、音声言語障害者、知的障害者や外国人等が筆談での
コミュニケーションの配慮を求めるときに提示されるマークで
す。また、窓口等で掲示している場合は「筆談で対応します」等
の意味になります。 
一般財団法人 全日本ろうあ連盟 
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