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１ ヒアリング 
（1） ヒアリング集計

■個人ヒアリング：計 273 意見／92 人
【現状】に関する回答 174

地 域 と の
関 わ り が
あるという
回 答 の 、
地 域 と の
関 わ り の
種別 

51 町会・自治会活動 18
ボランティア活動 4
マンション内の活動 3
近隣住民とのおすそ分け 2
近隣住民との交流 2
スポーツ活動 2
ボランティア活動、町会・自治会活動 2
会えば挨拶して話す 1
おすそ分け、こどもの地域活動への参加 1
気になるお宅に関する町会長への連絡 1
近所付き合いはないが、こどもの親同士
のつながりはある

1

近隣住民と安否確認の方法を決めてい
る

1

近隣住民との挨拶、おすそ分け 1
高齢者のサポート、一人暮らしの方への
声かけ

1

散歩中話しかけてもいい人を見極めた
上での声かけ

1

仕事上関わる自治会の方の相談支援 1
消防団の活動 1
地域へ美容師として出張する活動 1
町会・自治会活動、長期不在時の声か
け

1

町会には所属しつつも具体的な活動へ
の参加はないが、近所の人とは挨拶をし
たり、立ち話しをしたり等交流はある

1

町会防災部・消火隊での活動 1
認知症の方のサポート、こどもへの声か
け

1

マンション内の活動、住民との外出 1
ラジオ体操 1
両隣のお宅への電話での声かけ 1

地 域 と の
関 わ り が
ないという
回 答 の 、
地 域 と の
関 わ り が
無い理由 

30 こどもが成長すると関わる必要がなくな
る

7

時間がない 5
高齢のため地域活動は難しい 4
掲示板や回覧板がなく情報が入ってこ
ない。地域行事もない

2

子育てで手一杯 2
以前転居し今の居住地には知り合いが
いない

1

時間がない。地域活動の情報も伝わって
こない

1

障害のある子の面倒をみていて余裕が
ない

1

退職すると関わりがなくなった 1

1



地域活動の情報がないので参加する機
会もない

1

地域交流への考え方が多様でどこまで
踏み込むべきか分からない

1

町会費の使途が不明 1
勉強や仕事で手一杯 1
来日間もなく日本語が分からない 1
隣人が亡くなり付き合う人がいなくなっ
たが今は一人が気楽

1

地 域 と の
関 わ り が
な い と 回
答 し た 人
が、 「 どん
なきっかけ
が あ れ ば
地 域 と 関
わるか」と
の 問 い に
回 答 し た
内容 

※ 関 わ る
ようになる
かもしれな
いという可
能 性 を 含
む 

23 機会と時間が合えば 3
知人から誘われれば 3
子育てが一段落したら 2
孫が生まれたら 2
こどもが参加しやすいイベントなら 1
こどもにメリットがあるなら 1
（誰かから）誘われれば 1
自分ができることがあり、時間が合えば 1
自分の住んでいる近所に知り合いはい
らない。他の地域の活動であれば参加し
たいと思う

1

集合住宅内での機会なら 1
情報収集できる方法があれば 1
職場の勧めと休暇等の支援、趣味関係
からのつながり、短い拘束時間で単発
等、活動しやすい内容があれば

1

退職して時間ができれば 1

地域と関わる必要性を感じたら 1
知人から誘われれば。自分ができること
があれば

1

得することがあれば。得することがなけれ
ば地域福祉活動はやらないと思う

1

日々の時間には余裕があるため、もし必
要とされれば自分にできることをしたいと
思うが、普通に生活をしている限りでは
自分が必要とされる場面に出会うことが
ない

1

地 域 と の
関 わ り に
関 す る 実
感 

16 戸建からマンションへ変わることで住民
の顔が見えなくなった

2

IT 世代とは人情の感覚もコミュニケーシ
ョン手段も違う

1

協調性の無い人が増え貧富の差が歴然
となり余裕が無い

1

近所付き合いが希薄化 1
高齢化で自治会活動をできる人がいな
くなってきている

1

高齢者は AI 化について行けていない 1
個々の生活が違いすぎて、みんなで同じ
地域福祉活動をするのは無理がある 

1

こども会参加世帯が減り育児の中で世
帯が孤立しやすい

1

こどもの減少 1
地元愛がなく、長く付き合う気持ちがな
いと感じる

1

2



商店の減少に伴う買い物の不便さ 1
生活が楽になるとありがたい 1
都営住宅で肩身が狭い。生保受給者専
用住宅があると良い

1

人付き合いのない人や、日中過ごす居
場所のない高齢者が多い

1

古くからの居住者が減り交流が減った 1
社 会 資 源
に 関 す る
回答 

8 こどもの遊び場が少ない・環境が整って
いない

3

病児保育が使いづらく預け先がない 2
エレベータの無い団地があり高齢者が
外出できない

1

駐輪場が屋外ばかりで大変 1
家賃の安い家がない 1

地 域 と の
関 わ り は
あるが、関
わ り の 程
度 が限 定
的 な回 答
の 関 わ り
の種別 

8 輪番制の町会・自治会役員担当時のみ 3

清掃活動程度 2

居住時期が同じ昔馴染みの人のみ 1

隣近所と挨拶程度はするが、他の住民と
は交流がない 

1

隣人と話す程度 1

地 域 と の
関 わ り は
な い が そ
れで良い、
と回答した
人 の そ の
理由 

8 友人との付き合いで十分 2

近所付き合いに煩わしさを感じる 1

子育てで手一杯。ママとの付き合いぐら
いでちょうど良い

1

仕事の関係者との付き合いで十分 1
友達がいれば地域との関わりは無くても
良い

1

マンション近隣住民とは挨拶はするが、
それで事足りている

1

めんどくさい。居住地域に知り合いはい
らない

1

人 手 不 足
に 関 す る
回答 

5 自治会役員のなり手がいない 2
次世代の育成・継承が課題 1
自治会未加入の賃貸居住者が増え当
番がすぐに回ってくる

1

役員の高齢化で動ける人がいない 1
落 胆 や失
望 が 感 じ
ら れ る 回
答 

5 具合が悪くないのに清掃活動に参加し
ない人がいる

1

集合住宅で隣の夫婦が認知症になり、
泥棒と騒がれたことがある。管理人に相
談しても話を聞くことしかしてくれない

1

消防団の活動も、いつも決まった人が参
加する

1

相談機関は現実に困らないと対応してく
れない。以前どこかにもしもの時のことを
相談した時、「入院が決まった時等、具
体的に困ってから来て下さい」と言われ
てしまった

1

役員の時に単身者や車いすの方等が集
まれる場所があると良いと提案したが、
協力者が得られず実現しなかった

1

3



ご み 問 題
の悩み 

4 資源ごみの持ち去り 2
カラス・不法投棄 1
不法投棄 1

今 の社 協
への激励・
期待 

3 頑張っている。応援している 1
社協の活動に期待。できることは協力す
る

1

社協の催しや企画はすばらしい。何か思
いついたら提案したい

1

ボランティ
ア 活 動 に
関 す る 回
答 

3 相談先が分からない 1

年齢や体力を思うと興味はあるが参加
できない

1

身近な人が高齢で独り暮らしをしている
ので気にしてあげたい

1

交 流 の な
さに関する
回答 

2 外国人との交流がない 1

新旧入居者の交流がない 1

建 て 替 え
に 伴 う 転
居のマイナ
ス面

2 引っ越しが必要だが、高齢者だけでは転
居できない

1

以前あったコミュニティが転居でなくなり
つながりが断絶

1

地 域 と の
関 わ り の
中 で の難
しさ

2
地域交流への考え方が多様でどこまで
踏み込むべきか分からない 

2

ニーズ 2 支援の必要な人の状況把握・多機関連
携

1

釣り堀 1
家 族 と の
関わり 

1
定期的な見守りの仕組みがある 

1

活 動 継 続
が難しい 

1 ふれあい・いきいきサロンを運営している
が、活動の対象とするこどもが減り存続
が難しい。より良い PR 方法があれば広
く知ってもらい参加者が増えるのではな
いかと思っている

1

こんなものがあったらいいな、こうであったらいいなという【願望】に
関する回答

49

つながるこ
とができる
場 

16 つながりと情報共有（さまざまな人・組
織）

3

自分ができることで地域活動に協力する 2
多世代交流イベント 2
外国人とコミュニケーションできる場 1
気軽に交流でき情報共有ができる場 1
高齢者の憩いの場 1
コミュニティとしての寺院の解放 1
障害のある子の一時預け先 1
先輩外国人との交流や、日本について
知ることのできるイベント

1

地域の祭りに参加しやすい環境 1
定期的につながる場 1
共働きの保護者が頼れる近隣関係 1

誰にとって
も や さ し
く・快適に 

6 駅で図書が返却可能な仕組み 1
区内南北の交通網 1
子育て中の方や高齢の方への声かけシ 1
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ステム
最先端の物を取り入れみんなに住みよ
い街

1

情報格差の生じない情報発信 1
生活の中の不便さの解消 1

鳥 獣 被 害
防止対策 

5 ネズミの対策 2
鳩の対策 2
ハクビシン、タヌキ、カラスの対策 1

福 祉 サ ー
ビス 

5 一時保育・預かり保育制度の使い勝手
の向上

2

介護を受けたいけれど実際に受けられる
までの期間、何か介助してもらえる手段
を作ってほしい

1

高齢者を大切にする区の政策が増えて
ほしい

1

障害者という枠でサービスを作るのでは
なく、歳をとっても安心して暮らせるみん
なが使える福祉にしてほしい

1

地 域 福 祉
活動 

4 何か困ったことがあれば間に入ってくれ
る人がいると良い

2

子育て世帯の負担軽減 1
大変とは思うが、民生委員さんに働きか
けてほしいこともある

1

ボランティ
ア 

3 50～60 代の人の参加が増えてほしい
が、ボランティア＝無償との意識が浸透
しており、交通費を負担してもらった時に
なぜお金を取るのかと言われた。これで
はボランティアが広がりづらいのではな
いか

1

地域に多い独居高齢者のために買い物
をサポートする人が増えてほしい 

1

土日や放課後にこどもを預かってくれる
ボランティアが増えてほしい

1

社会資源 2 公園の除草をもう少しこまめにしてほし
い

1

見守り等区で利用できる支援を分かり
やすく、利用時の手続きも面倒のないも
のにしてほしい

1

コ ロ ナ 禍
後 の つ な
が り の 再
生

1 お互い様の精神で気軽に集うところか
ら、コロナ禍で希薄になった住民同士の
つながりが徐々に戻れば良い 

1

障 害 者 雇
用 

1 障害者が働くことに対する区の制度の充
実 

1

マンション
やアパート
で の 自 主
活動 

1
課題の発見と解決に向けた取組みとし
て、定期的に当番制で地域を巡回でき
ると良い 

1

地 域 と の
関わり方 

1 人が集まりボスができると人付き合いが
億劫になる。気の合う人たちだけで支え
合っていきたい

1

中 高 年 向
け の 問 い
合 わ せ機
関 

1
スマホやパソコンの使い方で分からない
ことをアナログで問い合わせできる機関 

1
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都営住宅 1 高齢者の費用免除 1
ニーズ 1 知り合いが今より多くなると良い 1
防 災 の課
題

1 行政は防災に対しては積極的に強気な
姿勢で対応してほしい

1

【不安・懸念】に関する回答                             19
自 身 の将
来 

6 子育てに苦労している若い世代が気に
なる

1

ずっとここで暮らし続けたいが忘れっぽく
なってきた

1

退職後や要介護となった場合の生活 1
何をするにもお金が必要で困る 1
認知症の家族のケア 1
要介護や独居となった場合の孤立 1

何 か で き
ることはな
いか 

3 買物が大変そうな高齢女性がいる。何か
支援を利用できないのか

1

家族と別居している一人暮らしの認知症
の方のケア

1

こどもの泣き声が激しく長時間聞こえて
くる家庭へのアプローチ

1

仕事 3 働く場所が無い 3
安全安心 4 犯人逮捕で早く安心したい 1

老朽化 1
1 人暮らしで地震が怖い。見守りがあれ
ば安心するかもしれない

1

防犯対策が心配 1
子 育 て 世
代 

2 子育てに苦労している若い世代が気に
なる

1

保育園の質が悪い 1

建 て 替 え
に 伴 う 転
居 

1
転居しなければならないことの将来が不
安 

1

行政・社協が【変革】すべきことに関する内容                15
周 知 方 法
（社協）   

8 行政との違い・役割の明確化と広報 6
地域福祉活動計画の存在を知らない 1
社協というものは分からない。全戸配布
といっても社協だよりも見た記憶がない。
若い世代に届く広報が必要

1

周 知 方 法
（江東区） 

5 既存の社会資源の効果的な PR 3
既存サービスに関する高齢者に届く広
報

1

効果的な公的機関所在地の周知 1
フ ァ ミ リ
ー・サポー
ト事業 

1 事前登録・面談が必要と分かった時点
で登録がわずらわしく問合せもしなかっ
た。ファミリー・サポートの簡易版みたい
な制度があれば良い

1

ふ れ あ い
サ ー ビ ス
事業 

1 人がいないのか利用につながらないこと
がある。介護保険では家族が同居してい
て使えないが、ふれあいサービスからは
介護保険優先と言われ、使い方のもど
かしさがある

1

【改善】すべきことに関する内容                          9
周知方法 5 効果的な地域活動情報の周知 5
誰にとって 3 小さい子を抱えて登るのは大変。住吉駅 1

6



も や さ し
く・快適に 

の A1 出口にエレベータを設置希望
トイレがない公園へのトイレの設置 1
都営住宅は高齢者ばかりなので、母子
家庭等、都営住宅を必要としているいろ
いろな世代の人を入れると良い

1

よ り 良 い
待遇 

1 福祉の第一線でサービスをする人たちの
給料が少なすぎる。手厚くすることで福
祉を向上させ、職員が手が回らないとい
う状況をなくすべき

1

【教育・啓発】に関する内容                             7
地域福祉 4 地域福祉活動の理解 4
喫 煙 ル ー
ル

1 路上喫煙の禁止 1

交 通 マ ナ
ー

1 自転車のスピード 1

モ ラ ル 向
上

1 公園の美化 1

7



■ひろば参加者実施ヒアリング：計 185 意見／71 人 
【現状】に関する回答                                 116

地 域 と の
関 わ り が
あると読み
取 っ た 回
答 の 、 地
域 と の 関
わ り の 種
別 

39 町会・自治会活動 19
ボランティア活動 11
利用施設の行事への参加、挨拶 2
近隣住民との挨拶、おすそ分け 1
近隣住民との交流、助け合い 1
近隣の高齢者のみ世帯への声かけ 1
子育て広場の開催 1
清掃活動 1
花を通じた住民との会話、定期的な外
出

1

ボランティア活動、町会・自治会活動 1
地 域 と の
関 わ り が
な い と 読
み 取 っ た
回 答 の 、
地 域 と の
関 わ り が
無い理由 

25 時間がない 5
地域活動の情報が無いので参加する機
会も無い

2

価値観の違う人との関わりがストレスに
なる

1

身体の不自由さ 1
近所付き合いが苦手 1
健常者に対するコンプレックスもあり人
付き合いが苦手（精神障害者福祉施設
利用者）

1

交流がない 1
高齢のため地域活動は難しい 1
こどもが成長すると関わる必要がなくな
る

1

誘いもない中自発的に声をかけようとは
思わない

1

仕事で手いっぱい 1
仕事と子育てで手一杯 1
仕事は他地区で友人もおらず情報もな
いため

1

自分に合った場所が無い 1
自分のプライバシーを守りたい 1
生活リズムの中に地域活動がない 1
負担が大変そう 1
隣人が亡くなり付き合う人がいなくなっ
た。人前は苦手

1

高齢のため地域活動は難しい。時間も
無い

1

人付き合いが面倒 1
地 域 と の
関 わ り が
な い と 回
答 し た 人
が、 「 どん
なきっかけ
が あ れ ば
地 域 と 関
わるか」と
の 問 い に
回 答 し た

20 知人から誘われれば 3
機会と時間が合えば 2
誘われて、機会と時間が合えば 2
自分ができることがあれば 2
家族から誘われれば 1
興味がある分野の活動であれば 1
誘われれば 1
自分ができることがあり、機会があれば 1
自分ができることがあり、知人と一緒な
ら

1

8



内容
※ 関 わ る
ようになる
かもしれな
いという可
能 性 を 含
む 

情報収集できる方法があれば 1
知人から誘われれば。情報収集できる方
法があれば

1

必要性を感じれば 1
年配の方から「若い人だからこれやっ
て」と言われることが多く少し負担に感じ
ることがある。丸投げではなく、一緒にし
たいという気持ちがあると手伝いたいと
思う

1

理解者がそばにいるなら 1
知人と一緒なら 1

地 域 と の
関 わ り や
居住 地 域
に 関 す る
実感 

14 日頃からのつながりの重要性 2
近隣の高齢者の方に話し相手がいない
よう

1

公園が狭い 1
戸建からマンションへ変わることで住民
の顔が見えなくなった

1

事故が多い 1
次世代の育成・継承が課題 1
住民同士の関係は強制されても長続き
はしない

1

ルール違反が改善しない 1
アート、音楽系の活動ができる場所が少
ない

1

短期入所や移動支援の担い手不足 1
資金面・人材面から地域活動が困難と
感じる

1

地域福祉活動に参加するにはゆとりが
必要

1

道が細い 1
地 域 と の
関 わ り の
中 で の難
しさ 

6 プライバシーの保護と地域福祉活動との
壁

2

外国人とのコミュニケーションが難しい 1
なかなか顔の見える関係になれない 1
怒鳴る人がいる 1
暴言を吐く人がいる 1

地 域 福 祉
活 動 に対
する意欲 

4 マンション内の高齢者の見守り活動の推
進

3

自分ができることで地域活動に協力する 1
集 合 住 宅
居住 者 間
での 合 意
形 成 の難
しさ

4 自治会活動の話し合いがまとまらない 2
マンション内で高齢者と顔を会わせる機
会がない

1

大規模修繕の話し合いがまとまらない 1

ニーズ 2 支援の必要な人の状況把握・多機関連
携

1

効果的な事業周知・広報活動の支援 1
地 域 と の
関 わ り は
な い が そ
れで良い、
と回答した
人 の そ の
理由 

1

おすそわけ程度のやり取りはあるが、地
域福祉活動と聞いても即浮かばない。定
年まで働いて今更何かの縛りや時間の
とられることをしたくない 

1
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地 域 と の
関 わ り は
あるが、関
わ り の 程
度 が限 定
的 な回 答
の 関 わ り
の種別 

1

仕事があるので必要に応じて声がかか
る自治会の手伝いをする程度 

1

こんなものがあったらいいな、こうであったらいいなという【願望】に
関する回答

44

つながるこ
とでできる
場 

19 区民 1 人 1 人の意見を聴いてくれる場 2
障害児の一時預け先 2
地域ごとの小さな単位での交流の場 2
18 歳以上の人のための土日の余暇活
動場所

1

安全で静かに過ごせる場（精神障害者
福祉施設利用者）

1

区役所の出前窓口の定期的な開催 1
高齢者が交流できるシニア食堂 1
高齢者と若者をリンクさせるシステム 1
困りごとを相談できる場所 1
スポーツでの多世代交流 1
多世代が何気なくつながる場 1
地域活動団体が使える施設 1
中学生の居場所スペースと見守りボラン
ティア

1

つながりと情報共有（さまざまな人・組
織）

1

つながりを求めた時に必要な分だけ立ち
寄れる場所

1

日本語を教えてくれる場 1
誰にとって
もやさしく 

6 いつでも意見を伝えられるシステム 1
交通網の拡充 1
高齢の方への声かけシステム 1
高齢の方への御用聞きのシステム 1
情報格差の生じない情報発信 1
日頃地域活動に関わることのできない
人の意見を反映するシステム

1

社会資源 6 買い物が徒歩圏で済む 2
大型スーパーが出来ても人と人との交流
が出来ない。地域にある小さなお店の活
性化を望む。人に優しい江東区になると
良い

1

飲食店がもう少しあると良い 1
町会会館への昇降機の設置 1
身近な場所の図書館 1

交流 6 少し気にかけ気軽に声をかける 1
世代を超えて気軽に付き合える環境 1
年齢・性別・国籍にとらわれず、問題を
主張するだけではなく、解決に向けて進
むことができるのが理想

1

大丈夫ですかと声をかけられるだけでも
ありがたい。皆に暖かい心があればあり
がたい

1
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ベテランの年配ボランティアの方から一
方的にお叱りを頂いたことがあり活動に
不安を覚えた。今後の地域福祉のため
には、若い世代との協働が必須であると
いう意識、危機感の上で計画、活動して
いった方が良い

1

外国人が多く住むようになり社会環境も
かなり変わって来た。将来にわたってこの
地域がどうなるのか、どう変わっていく
か、ビジョンを聞きたい

1

福 祉 サ ー
ビス 

2 介護認定の有無でおむつにかかる費用
に差があると聞いたが、介護認定を受け
ていない場合でも高齢者にはもう少し便
宜を図れないものか

1

低所得世帯のこども達が習いごとに行
けるよう、区から補助金、助成金があれ
ば、私も教室をしているので教えてあげ
たい

1

ボランティ
ア 

4 体力的に仕事量を減らし、ボランティア
活動に参加したい。社協のボランティア
講座も受けている

1

一人暮らしの高齢者や子育て中で孤立
しがちな方でも、何か得意なことで助け
合う等、一方的にお世話するのではな
く、尊厳を大切にしながら良い関係が築
けると良い

1

地域にスーパーがなく買い物が不便。障
害を持っている方や高齢者の方向けに、
訪問して注文をサポートしてくれると助か
るのかもしれない

1

自治会では実施しているが、高齢者のみ
の世帯の重たいごみを持っていく活動が
他のところでもあると良い

1

NPO との
協 働 ・ 連
携 

1 行政と連携・協働しながら地域福祉活
動に取組むよう求められても、自分達の
団体をなんとか維持することに必死の状
態では応えようがない！協働というなら
ば、行政としての事業の位置づけが欲し
い

1

行政・社協が【変革】すべきことに関する内容                12
地 域 福 祉
活 動 の実
情 把 握 ・
理 解 ・ 協
働 

5 資金面・ハード面・ソフト面の支援 2
若い世代が行動を起こそうと思うのはほ
とんどが土日だが、行政機関の多くは休
みのため、連携・協議したくてもできな
い。役所の方ももっと現場に足を運び、そ
の地域、場所で異なる課題を目で見て、
声を聴いて欲しい

1

所属の強制が無く出入り自由で、風通し
が良く同調圧力も無いサラリとした活動
が理想的。江東区には、社協にたらい回
しをせず、社協の個別支援と両輪で支
援を拡充してもらいたい

1

取組みや実情が分かるよう、区長に見守
り活動を観に来てもらえると良い

1

周知方法 3 既存の社会資源の効果的な PR 2
既存の社会資源の効果的な PR・教育
機関との連携

1
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防災 2 地域内で介護を受けている方のこと、災
害時の避難に関する本人の意向とその
救護方法について、区がその程度把握し
ているのか明確にしておいて欲しい

1

江東 5 区は海面より低い地域：マイナス
地域（ゼロメートル地域）が広がってお
り。30 年 70％首都直下地震・台風の
大型化浸水等の際には食生活が機能し
なくなる。支援の仕組みを早急に確立す
べき

1

地 域 と の
関わり 

1 住民の人々のつながりや、地域サークル
が継続的に活発に活動できるよう、区や
社協は中間支援組織として活動の支援
を積極化することが必要

1

つながりと
情報共有 

1 以前公園の不審者について通報した
が、その後警察から連絡がなく、連携や
情報共有のあり方に疑問を感じる。警察
からの不審者メール連絡では、発生場所
やその後の状況、結果が分かるようにし
て欲しい

1

【改善】すべきことに関する内容                          8
周知方法 5 効果的な地域活動情報の周知 5
誰にとって
もやさしく 

3 車いすの通りにくさの解消、公衆トイレの
増設

2

駅のエスカレータ設置 1
【不安・懸念】に関する回答                             3

自 身 の将
来 

2 働く場所が無い。収入が欲しい 1
死後、遺品をどう処分するのか分からな
い

1

何 か で き
ることはな
いか 

1
さみしそう・疲れていそうな人へのアプロ
ーチ 

1

【教育・啓発】に関する内容                             2
交流 2 こどもが幼い頃道端等で年配女性に一

方的にお叱りを受け、残念ながら同性と
して壁を感じざるを得ない。理解、協力
が深まるような世代間の交流、意識改革
が必要

1

行政や地域団体の支援を受けながら、そ
れぞれの地域で若い世代が地域活動に
参加する場をつくっていく必要がある

1
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■団体ヒアリング：計 156 意見／35 団体
（社会福祉法人：17、NPO：12、株式会 5、公益財団法人：1）
【現状】に関する回答                                 91

地 域 福 祉
活 動 を 進
めるにあた
ってのニー
ズ に 関 す
る回答 

43 つながりと情報共有 7
自施設に合うボランティア 5
きめ細やかな支援 3
効果的な事業周知・広報活動の支援 3
利用しやすい公共施設・交流の場 3
行政・社協・多機関の連携・協働 3
資金面・ハード面の支援 2
自分に合う情報の見つけやすさ 2
自分に合う場・話を聞いてくれる場 2
利用しやすい送迎サービス 2
外国籍の利用者とのコミュニケーション
支援

1

活動場所 1
区民・団体間の思いの共有 1
区内在住の外国人にとって通院は分か
らないことばかり。医療通訳、病院への
付き添いのニーズがある

1

こどもたちが社会的な体験が利用できる
場所が少ない。気軽に地域の歴史につ
いて知ったり、触れることができる場所が
あると良い

1

ごみ屋敷の片付け支援 1
精神障害者の住居選びの選択肢。精神
障害者の賃貸契約率は低く、区内での
住居探しが非常に困難

1

人材紹介・交流・学び等ソフト面の支援 1
増加するセルフレジに知的障害のある利
用者が戸惑っている。誰にでも分かるユ
ニバーサルデザインの街づくりをして欲し
い

1

地域との連携に関する支援 1
出前防災セミナー 1

活 動 の継
続 ・ 経 営
が難しい 

13 次世代の育成・継承が課題 3
運営施設内で他者へ迷惑をかけないよ
うに利用してほしいと案内することや、意
見の異なる利用者間の調整に労力や予
算を割くことが悩ましい

2

資金面・人材面の困難 1
保育園乱立の弊害 1
求人に応募がない 1
固定開催の弊害 1
参加者の固定化 1
地域住民に存在が知られていない 1
事業所に通うこどもたちの送迎の回数を
制限しており、通いたくても通えないこど
もがいる。移動支援もみんなが使うとな
ると難しい

1

地域貢献活動を行う場合、職員のボラ
ンティア活動と位置付けて良いのか、残
業扱いとすべきなのか、その線引きが難
しい

1
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地 域 と の
関 係 に関
する回答 

7 コロナの影響により関係が希薄化してい
る

2

自己中心的な人が多い 1
居住形態が違う住民同士の交流がない 1
友達がいない、相談先や居場所がない、
という子育て世帯が多く、若年の 1 人親
も増加しており、子育てが孤立化してい
る

1

施設から出てしまう音に対して近隣住民
からクレームが入ることがある

1

臨海部は地域との関わりを望まない若
い世代が多いよう。近隣住民が交流でき
る場所も少なく、暮らしている人の顔が
見えず、人間関係ができる以前の状態
であり、街・地域がないように感じる

1

今 後 の団
体 の方 向
性 ・ 意 欲
に 関 す る
回答 

7 いろいろな領域の分野の方と一緒に課
題に取組んでいく

1

障害を持つ方が親と離れても地元で生
活できるよう、区内に入所施設を増やし
たい

1

地域に開かれた存在になる 1
地域に開き障害者への理解を促進する 1
行政が対応出来る内容からは手を引き、
行政が出来ないこと・地域のニーズに応
じて積極的に対応している。これからも
行政と地域の架橋的な役割を担ってい
く

1

街で困っていそうな方を見かけても、なか
なか「声かけ・サポート」することが難し
いという方が多いため、楽しみながら多
様性にふれ、自ら行動するきっかけとなる
ことを目指す事業を行っている

1

地域の団体・企業の活動と、それらに対
する地域・行政の声、期待する役割等を
すり合わせるため密に連携する機会を増
やしていきたい

1

防 災 上 の
課 題 に関
する回答 

6 地域との合同防災訓練ができていない 3
地域との協力体制が整っていない 2
発災時の職員体制が見えない不安 1

社 会 資 源
の 不 足 に
関 す る 回
答 

4 精神障害者の居住・宿泊施設が少ない 1
成人した知的障害者が利用できる施
設・居場所がない

1

誰もが気軽に集える地域の拠点がない 1
ボール遊びができる公園が少ない 1

地 域 と の
関 わ り が
あると読み
取 っ た 回
答 の 、 地
域 と の 関
わ り 方 に
関 す る 回
答 

4 町会・自治会からは入園式に出席頂い
たり、雑巾等の寄贈があったりする。近隣
のマンションとは、高所避難所になってい
るため、年 1 回避難訓練を実施している

1

つながってきたから地域を頼ることがで
きる

1

つながろうと努め頼ることができるように
なろうとしている

1

利用者が行うさまざまな活動は、地域の
方と触れ合えることを中心に取組んでい
る（精神障害者支援団体）

1

地 域 と の 4 事業以外に目を向けられていない 2
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関 わ り が
な い と 読
み 取 っ た
回 答 の 、
地 域 と の
関 わ り が
無い理由

地域住民に存在が知られていない 1

地域との接点の持ち方が分からない 

1

活 動 参 加
者 に 関 す
る回答 

2 ボランティアは難しいのではと警戒せず、
気軽に継続参加してもらえれば、もっと
地域を巻き込んでみんなでつながれると
思う

1

プログラムの参加者には手伝う側にも回
ってほしいが、そこまではつながっていか
ない

1

専 門 職 ・
行 政 と の
関 わ り の
少 な さ に
関 す る 回
答

1
コロナ禍で孤立が深まったと感じる一
方、地域の専門職との関わりが少なく、
行政には行きたくないという人が多い 

1

こんなものがあったらいいな、こうであったらいいなという【願望】に
関する回

26

つながるこ
とでできる
場 

15 つながりと情報共有 8
企業が協働できることを見つける場（こ
らぼらの有効活用）

1

多世代交流イベント 1
地域活動団体が使える公営施設 1
地域に暮らす障害当事者の理解 1
地域の中で横のつながりができ、挨拶や
バス停や信号での見守りが行われたり、
保育園や小学校が地域交流の場になる
と良い

1

福祉事業所の BCP 対策の相談受付・
協議

1

若い世代から話を聴く場 1
福祉全般 4 地域包括支援センターでの対応にも限

界があるため、地域の協力員に案件の
ふるい分けを行ってもらい、相談のレベル
によっていくつかの機関で棲み分けがで
きると良い

1

直接の交流がなく Zoom 等を用いた関
わり等ででも、地域での役割が持てると
良い

1

社協には地域福祉に対する意識の違い
を見据えて動いてほしい

1

地域全体がもっと「ゆったり」として欲し
い

1

福 祉 事 業
所 等 と の
協 働 ・ 連
携 

4 効果的な事業周知・広報活動の支援 2
商業施設等と連携して清掃活動等の社
会貢献活動を実施することで、より多く
の方を巻き込み、社会との良い関係を作
るきっかけとなると思う

1

資金面・ハード面・ソフト面の支援 1
事業 2 協働事業提案制度の複数年度化 1

地域との協働 1
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ボランティ
ア 

1 ボランティアのあり方について区・社協の
見解をまとめ、それをもとに民間活動団
体との協働のあるべき姿を示してほしい

1

【教育・啓発】に関する内容 １９
外国人 7 外国人に日本を好きになってもらい、日

本に納税してもらえるよう、日本人は自
国の現状を理解した上で外国人の能力
を多方面で活用させてもらえるようにし
ていくべき

1

江東区に多いアジア圏の外国人はほと
んど英語は通じない。「外国人だ」という
感覚、意思疎通の苦手意識を持たない
ようにしていこうと伝えたい

1

区内在住の外国人には病院への付き添
いのニーズがある一方、病院側から通訳
は歓迎されない。ニーズを理解してほし
い

1

隣近所の日本人がやさしい日本語で生
活の仕方を説明してあげれば、外国人
個々のコミュニティに広がる。ほとんどの
問題は日本人側の心構えで解決できる

1

日本には外国人の受け入れに関する理
念が決定的に不足している。ゆくゆくは
日本の財産・宝になる人達であるという
考え方になっていかなければならない

1

日本に来たばかりの外国人は生活の全
ての場面で困る。病気をしても救急・消
防への電話の仕方も分からない。外国
人への生活ノウハウの伝達が必要

1

日本の文化やルールを知って敢えて無
視しようとする外国人はいない。外国人
の出身国の文化と日本の文化の違いを
知れば余計なトラブルは起きなくなる

1

福 祉 専 門
職 の資 質
向上 

3 企業や住民の方からの協力の申し出が
あっても、受け止めきれない現場の弱さ
がある

1

福祉側が IT での情報発信に弱いため、
社会貢献したい方がいても、施設内の様
子が分からない。SNS の工夫が必要

1

福祉関係の人は、世の中のことを知らな
い。遅れている

1

地域福祉 3 日頃からのつながりの重要性（災害） 2
地域福祉活動の理解 1

アルコール
依存症 

2 働いている方がアルコール依存症になっ
た場合、恵まれている企業でなければク
ビになるだけ。当事者を支える仕組みづ
くりが必要

1

病気であることを自覚できれば治るもの
であること等、アルコール依存症に対す
る理解が進んでいない

1

障 害 当 事
者の理解 

2 発達障害・精神障害への無理解が当事
者を追い詰め孤立させる。精神障害の
理解が必要

2

子育て 1 チラシで事前告知を行っているが、公園
で親子のイベントを行うと近隣住民から
騒音の苦情が入ることがある

1
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交 通 マ ナ
ー 

1 道路上の自転車専用レーンに駐停車し
ないでほしい。拡充してほしい 

1

各組織・団体が【変革】すべきことに関する内容 15
外 国 人 へ
の対応 

4 多言語対応 1
年齢によらない支援 1
やさしい日本語での対応 1
徹底して日本語を使う環境づくり 1

江 東 区 の
体制 

4 【組織の縦割り】
縦割り行政のため利用者が施策を利用
しにくく、関係機関もつながりにくい

1

【担当者依存の仕組み】
進んでいる事業等が区役所の人事異動
にともない仕切り直しとなることがあり戸
惑う

1

【町会・自治会以外との関係構築】
行政は町会を大切にするが、町会の世
代交代が上手くいってない。実際に近隣
に住む住民の方、若い世代や新規で越
してきた住民の方々との関わりも大切

1

【ファミリー・サポート事業】
ファミリーサポートが使いやすくなって欲
しい

1

周知方法 4 「江戸川区といえば子育て区！」のよう
な「強み」や、多くある社会資源の PRが
弱い。情報発信をもっとしていけば良い
（江東区）

1

既存制度利用対象者への漏れのない情
報発信（江東区）

1

行政との違い・役割の明確化と広報（社
協）

1

行政から個人情報の連携が受けられな
い中、本当に支援が必要な人へ情報が
届いているか気になっている。相談窓口
までが遠いと感じている人は沢山居ると
思う

1

敷 居 の高
さ（社協） 

2 行政や社協は敷居が高いイメージで、何
か企画するときにも協力相手として浮か
びにくい。地域に根ざしたイベントの企画
時等には一緒に参加してほしい

1

社協はいろいろな活動をされていると思
うが、頭に浮かぶのは「外郭団体・行政
の下請けじゃないの？」ということ。理解
度が少なく敷居が高い。赤い羽根共同
募金等お金とモノの関係でつながってい
るという印象。「上からの話」と捉えられ
ないよう、当事者と目線を合わせて活動
していけると良いと思う

1

人 材 不 足
の対策 

1 事務効率化を図るためジタル化の推進 1

【改善】すべきことに関する内容 5
誰にとって
もやさしく 

5 駅で観光客がスーツケースを持って迷う
姿を見る。エレベーターの場所の表示を
分かりやすくする

1

公共施設のフリーWi-Fi 整備 1
高齢者やベビーカーを使う親子が歩きに
くい場がなくなるよう、今後の開発ではあ

1
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らゆる人が歩きやすい歩道を整備すべき

時代と逆行しつつも、路上喫煙や吸い殻
のポイ捨てを防ぐため喫煙所を設置する 

1

自動圧縮機能つきごみ箱を導入し、人の
興味を最新のごみ箱に向けることで、ポ
イ捨てを減らし廃棄物を資源化する意識
を高める

1
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（２） ヒアリングシート 

地域福祉活動等に関するヒアリングについて（個人） 

わたしたち江東区社会福祉協議会は、江東区内の地域福祉を推進する民間団

体（社会福祉法人）です。 

地域福祉とは、住みよい地域の環境を住民が自ら創っていくこと、生活する上

で誰かが困りごとを抱えているとき、地域に暮らすみんなで協働してその困り

ごとの解決に取組むという考え方のことです。 

この考え方を区内に広め、より充実させていくためには、江東区に暮らす人・

江東区で働く人などが主役となって、具体的に何をしていくべきかを考え、計画

を練り、その計画を実行にうつすことが必要です。 

そこで、江東区民のみなさまや区内の企業・団体のみなさまなどに、計画づく

りの主役として参加していただきながら、平成１１年度からおよそ５年ごとに、

これまで４回計画を作ってきました。この計画を「地域福祉活動計画」と呼びま

す。今年度は、令和６年度から向こう６年間の第５次の計画を作る準備をしてい

ます。 

その準備の最初の段階として、区内在住・在勤・在学のみなさまが今感じてい

ることや、地域福祉についての率直なご意見などをうかがいたく、このヒアリン

グを行うことといたしました。ぜひ趣旨をご理解いただき、ヒアリング項目への

ご回答にご協力くださいますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

令和５年４月

社会福祉法人江東区社会福祉協議会

 問い合わせ先 

社会福祉法人江東区社会福祉協議会総務課総務担当 井上・仲本 

〒135-0016 江東区東陽六丁目２番１７号  

江東区高齢者総合福祉センター２階 

電話：０３－３６４７－１８９５（平日 8:30～17:15） 

ホームページ

19



１ あなたのことについて                            

問１ あなたの性別についてお伺いします。 

① 男   ②女   ③その他  ④回答したくない 

問２ あなたの年齢層についてお伺いします。 

①１０代  ②２０代  ③３０代  ④４０代  ⑤５０代  ⑥６０代  

⑦７０代  ⑧８０代  ⑨９０代  ⑩１００代～ 

問３ あなたの現在のご職業についてお伺いします。 

① 会社員・公務員・団体職員   ②自営業    ③契約・派遣社員   

④パート・アルバイト  ⑤学生  ⑥家事専業   ⑦無職   ⑧その他（     

問４ あなたの住所地についてお伺いします。 

深川地区（町名      ）   城東地区（町名      ） 

① 深川北部   ②深川南部   ③臨海部   ④城東北部   ⑤城東南部 

問５ 江東区にどれくらいお住まいですか。 

①１年未満  ②１年以上５年未満  ③５年以上１０年未満 

④１０年以上２０年未満  ⑤２０年以上 

問６ お住まいの居住形態についてお伺いします。 

①一戸建て  ②集合住宅  ③その他（            ） 

２ 地域の福祉課題・活動について                        

問７ 現在、あなたは地域との関わり（※１）がある、又は地域福祉活動（※２）へ参加し

ていますか。 

 ※１ 近隣の人と挨拶を交わすだけでなく、旅行のお土産のやり取りやおすそわけをし

ている。 

 ※２ 町会自治会の行事等への参加や手伝い、地域での助け合いやボランティア活動な

ど。 

① はい  ②いいえ 

「はい」の方は問８に、「いいえ」の方は問１０にお進みください。 
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問７で「はい」と回答した方にお伺いします。 

問８ あなたが現在活動している地域福祉活動等を教えてください。 

問９ あなたが活動している地域福祉活動の中で、困りごとはありますか。また、その困

りごとに対して、こんなものがあったらいいなあと思うことを教えてください。 

問９を回答した方は問１２・１３にお進みください。 

問７で「いいえ」と回答した方にお伺いします。 

問１０ 地域との関わりがない、又は地域福祉活動へ参加しない理由は何ですか。 

（仕事や友人との付き合いがあれば十分 など） 
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問１１ どんなきっかけがあれば、地域と関わったり地域福祉活動へ参加しますか。 

（閉じこもりがちな人が隣近所にいるとき、友人等から地域福祉活動に誘われたとき

など） 

問１２ あなたは、身近な地域にどのような困りごとがあると感じていますか。また、そ

の困りごとに対して、こんなものがあったらいいなあと思うことを教えてくださ

い。 

問１３ 区民が主体となり、地域の様々な団体や関係機関、行政等と連携・協働しながら取

り組む地域福祉活動の更なる推進に向けて、ご意見やご提案等を教えてください。

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。
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地域福祉活動等に関するヒアリングについて(団体) 

わたしたち江東区社会福祉協議会は、江東区内の地域福祉を推進する民間団

体（社会福祉法人）です。 

地域福祉とは、住みよい地域の環境を住民が自ら創っていくこと、生活する上

で誰かが困りごとを抱えているとき、地域に暮らすみんなで協働してその困り

ごとの解決に取組むという考え方のことです。 

この考え方を区内に広め、より充実させていくためには、江東区に暮らす人・

江東区で働く人などが主役となって、具体的に何をしていくべきかを考え、計画

を練り、その計画を実行にうつすことが必要です。 

そこで、江東区民のみなさまや区内の企業・団体のみなさまなどに、計画づく

りの主役として参加していただきながら、平成１１年度からおよそ５年ごとに、

これまで４回計画を作ってきました。この計画を「地域福祉活動計画」と呼びま

す。今年度は、令和６年度から向こう６年間の第５次の計画を作る準備をしてい

ます。 

その準備の最初の段階として、区内在住・在勤・在学のみなさまが今感じてい

ることや、地域福祉についての率直なご意見などをうかがいたく、このヒアリン

グを行うことといたしました。ぜひ趣旨をご理解いただき、ヒアリング項目への

ご回答にご協力くださいますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

令和５年４月

社会福祉法人江東区社会福祉協議会

 問い合わせ先 

社会福祉法人江東区社会福祉協議会総務課総務担当  井上・仲本 

〒135-0016 江東区東陽六丁目２番１７号  

江東区高齢者総合福祉センター２階 

電話：０３－３６４７－１８９５（平日 8:30～17:15） 

ホームページ
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１ 団体の概要について       

団体・法人名 

代表者氏名 記入者氏名 

区内の活動年数 （    ）年 会員数 （    ）名 

団体の紹介 

２ 地域の福祉課題・活動について

問１ 貴団体が現在活動している地域福祉活動等を教えてください。 

問２ 貴団体が活動している地域福祉活動の中で、困りごとはありますか。また、その困

りごとに対して、こんなものがあったらいいなあと思うことを教えてください。 
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問３ 貴団体は、身近な地域にどのような困りごとがあると感じていますか。また、その

困りごとに対して、こんなものがあったらいいなあと思うことを教えてください。

問４ 区民が主体となり、地域の様々な団体や関係機関、行政等と連携・協働しながら取

り組む地域福祉活動の更なる推進に向けて、ご意見やご提案等を教えてください。

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。
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２ まちづくり話し合いひろば

（１） ワークショップ参加者のご意見

城
東
南
部

１
回
目

１
グ
ル

プ

地
域
の
い
い
と
こ
ろ

城
東
南
部

１
回
目

１
グ
ル

プ

地
域
で
困

て
い
る
こ
と
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城
東
南
部

１
回
目

２
グ
ル

プ

地
域
の
い
い
と
こ
ろ

城
東
南
部

１
回
目

２
グ
ル

プ

地
域
の
困
り
ご
と
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城
東
南
部

１
回
目

３
グ
ル

プ

地
域
の
い
い
と
こ
ろ

城
東
南
部

１
回
目

３
グ
ル

プ

地
域
の
困
り
ご
と
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城
東
南
部

１
回
目

４
グ
ル

プ

地
域
の
い
い
と
こ
ろ

城
東
南
部

１
回
目

４
グ
ル

プ

地
域
の
困
り
ご
と
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深
川
南
部

１
回
目

１
グ
ル

プ

地
域
の
い
い
と
こ
ろ

深
川
南
部

１
回
目

１
グ
ル

プ

地
域
の
困
り
ご
と
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深
川
南
部

１
回
目

２
グ
ル

プ

地
域
の
い
い
と
こ
ろ

深
川
南
部

１
回
目

２
グ
ル

プ

地
域
の
困
り
ご
と
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臨
海
部

１
回
目

３
グ
ル

プ

地
域
の
い
い
と
こ
ろ

臨
海
部

１
回
目

３
グ
ル

プ

地
域
の
困
り
ご
と
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城
東
北
部

１
回
目

１
グ
ル

プ

地
域
の
い
い
と
こ
ろ

城
東
北
部

１
回
目

１
グ
ル

プ

地
域
の
困
り
ご
と
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城
東
北
部

１
回
目

２
グ
ル

プ

地
域
の
い
い
と
こ
ろ

城
東
北
部

１
回
目

２
グ
ル

プ

地
域
の
困
り
ご
と
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城
東
北
部

１
回
目

３
グ
ル

プ

地
域
の
い
い
と
こ
ろ

城
東
北
部

１
回
目

３
グ
ル

プ

地
域
の
困
り
ご
と

35



城
東
北
部

１
回
目

４
グ
ル

プ

地
域
の
い
い
と
こ
ろ

城
東
北
部

１
回
目

４
グ
ル

プ

地
域
の
困
り
ご
と
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深
川
北
部

１
回
目

１
グ
ル

プ

地
域
の
い
い
と
こ
ろ

深
川
北
部

１
回
目

１
グ
ル

プ

地
域
の
困
り
ご
と
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深
川
北
部

１
回
目

２
グ
ル

プ

地
域
の
い
い
と
こ
ろ

深
川
北
部

１
回
目

２
グ
ル

プ

地
域
の
困
り
ご
と
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深
川
北
部

１
回
目

３
グ
ル

プ

地
域
の
い
い
と
こ
ろ

深
川
北
部

１
回
目

３
グ
ル

プ

地
域
の
困
り
ご
と
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城
東
南
部

２
回
目

１
グ
ル

プ

目
指
す
地
域
の
姿

城
東
南
部

２
回
目

１
グ
ル

プ

自
分
・
地
域
・
団
体
で
で
き
る
こ
と
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城
東
南
部

２
回
目

２
グ
ル

プ

目
指
す
地
域
の
姿

城
東
南
部

２
回
目

２
グ
ル

プ

自
分
・
地
域
・
団
体
で
で
き
る
こ
と
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城
東
南
部

２
回
目

３
グ
ル

プ

目
指
す
地
域
の
姿

城
東
南
部

２
回
目

３
グ
ル

プ

自
分
・
地
域
・
団
体
で
で
き
る
こ
と
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城
東
南
部

２
回
目

４
グ
ル

プ

目
指
す
地
域
の
姿

城
東
南
部

２
回
目

４
グ
ル

プ

自
分
・
地
域
・
団
体
で
で
き
る
こ
と
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深
川
南
部

２
回
目

１
グ
ル

プ

目
指
す
地
域
の
姿
と
自
分
・
地
域
・
団
体
で
で
き
る
こ
と

深
川
南
部

２
回
目

２
グ
ル

プ

目
指
す
地
域
の
姿
と
自
分
・
地
域
・
団
体
で
で
き
る
こ
と
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深
川
南
部

２
回
目

３
グ
ル

プ

目
指
す
地
域
の
姿
と
自
分
・
地
域
・
団
体
で
で
き
る
こ
と

臨
海
部

２
回
目

４
グ
ル

プ

目
指
す
地
域
の
姿
と
自
分
・
地
域
・
団
体
で
で
き
る
こ
と
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城
東
北
部

２
回
目

１
グ
ル

プ

目
指
す
地
域
の
姿
と
自
分
・
地
域
・
団
体
で
で
き
る
こ
と
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城
東
北
部

２
回
目

２
グ
ル

プ

目
指
す
地
域
の
姿
と
自
分
・
地
域
・
団
体
で
で
き
る
こ
と

城
東
北
部

２
回
目

３
グ
ル

プ

目
指
す
地
域
の
姿
と
自
分
・
地
域
・
団
体
で
で
き
る
こ
と
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城
東
北
部

２
回
目

４
グ
ル

プ

目
指
す
地
域
の
姿
と
自
分
・
地
域
・
団
体
で
で
き
る
こ
と

深
川
北
部

２
回
目

１
グ
ル

プ

目
指
す
地
域
の
姿
と
自
分
・
地
域
・
団
体
で
で
き
る
こ
と
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深
川
北
部

２
回
目

２
グ
ル

プ

目
指
す
地
域
の
姿
と
自
分
・
地
域
・
団
体
で
で
き
る
こ
と

深
川
北
部

２
回
目

３
グ
ル

プ

目
指
す
地
域
の
姿
と
自
分
・
地
域
・
団
体
で
で
き
る
こ
と
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城
東
南
部

３
回
目

１
グ
ル

プ

地
域
の
活
動
目
標
と
社
協
に
期
待
す
る
こ
と

城
東
南
部

３
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