
共感をつなぎ、主体を広げるまちづくり！
～地域の健康を支える拠点であるために～

資料５
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みま～も発足へ！

私たちを突き動かしたもの
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大田区内2２カ所の地域包括支援センターで
1ヶ月10000件の相談に対応しています。
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一人の相談が一つの内容で
終わらないということ。
ここ数年、ケースの相談が
多問題化してきています。

10000件の相談ですが、相談の
内容は各種15000件にのぼります
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あくまで相談に
来ることができた人数

4



地域には、専門職や
各サービスを

必要としているが、
自分ではSOSの声を

上げることのできない人が
たくさんいる！
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少人数の職員体制の中、
ともすれば・・・、

相談に来ることができた高齢者に対して、
サービスを提供するだけの対応に終始しがち。

本来の地域包括支援センターの役割を果たしたことに
はならない。

それでは、今後の更なる高齢化や、
多問題を抱える高齢者に対応できなくなるのは明らか！
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支援が必要な人を専門職による
「点」で支える限界！

地域に暮らすすべての人
地域で働くすべての人たちとともに
「面」で支える仕組みづくりを！

みま～も！
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大田区で生まれた

みま～もの取り組み！
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私たちが暮らす大都市東京の特性を活かした
ネットワークづくり！

・急速な高齢化に伴う、要介護・認知症高齢者の増加。
・都市化の進展、住民の流動化により、培われてきた地域の
「共助」の低下が加速。
・高齢者の独居や夫婦のみ世帯増加による「自助」の低下。

・多数の人が住み、働く「人的資源」の宝庫。
・豊富な実践力を培った団体など地域生活を支える人材が豊富。

（NPO・ボランティア団体等）

・介護・医療だけではなく、日常生活を支える多様な社会資源が
身近に存在。

（商店街・スーパー・コンビニ・交通機関・金融機関等）

東京の「強み」

東京の「弱み」
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地域の互助を高める取組は、生活支援体制整備事業
などを通して強化が進んでいる。

しかし、都市部では住民のつながりは多くなく、
互助活動だけで「介護予防・生活支援」を

充実させることは困難。

このことから、日常生活において高齢者が触れる機会が
最も多い民間企業の提供する市場サービスが、

都市部における地域づくりに果たす役割は大きい。
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後 援

大田区・大田区社会福祉協議会
日本赤十字社 東京都支部

東京都健康長寿医療センター研究所 社会参加と地域保健研究チーム

協賛病院 １２ 協賛施設 ８

協賛医療・介護事業所 ３３

協賛企業 ３４

協賛企業・事業所数９４！

協賛薬局 ７

協賛企業 ３４
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2019年度、のれん分け10か所！
200を超える協賛事業所・企業が
あらゆる壁を横断的に飛び越え、
わが町の新たなまちづくりを
展開中！

鹿児島 大和市

群馬 太田市

大阪 岸和田

名古屋

横浜 鶴見区

板橋区大森蒲田 杉並区
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見守り・支援が必要な人を「点」ではなく
「面」として支える仕組みづくり！

点
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線

見守り・支援が必要な人を「点」ではなく
「面」として支える仕組みづくり！
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３つがつながり、初めて「面」となる！
すべての事業を3つ以上の組織と

取り組む意識を持つ！
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目的を共有した、異なるロールをもつ
3者以上の人・機関
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多彩な社会資源・人的資源が
織りなす地域ネットワーク

『みま～も』が

生み出した風景が
ここにあります！
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みま～もステーション「アキナイ山王亭」

「アキナイ山王亭」は、大田区が、空き店舗等を活用した
お休み処やトイレ等の提供への補助を行う

「商店街コミュニティ活性化事業」を利用して、
大森柳本通り商店街振興組合が閉店した履物屋を改修。

２９年度は
４３０講座
延べ参加数

４９５０名！！
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蕎麦処 六兵衛！みま～も効果で売り上げ５０％増！

商店街は現在、空き店舗ゼロに回復！
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支援が必要な人を見守り・支え合うネットワークとは？

地域住民
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21



緊急事態宣言解除後、動き出して見えてきたこと

タイプ①
まだまだ自粛

・コロナへの恐怖と
不安

・≠出るのが怖い
・やめといた方が良い
・家にいても
やることがない

タイプ②
とりあえず自粛・様子見

・教室など始まれば
参加する

・再開を待っている

タイプ③
自粛解禁

beforeコロナの
生活再開

※高齢者には
あまりいない？

今は①・② ともにまちがいではない
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感染のリスク上昇
体力・筋力低下、うつ、
糖尿病など持病の悪化、
虐待などのリスク上昇

解禁

自粛 解禁

自粛

その時々の状況で、適切な情報をもとに、
リスクを選択しながら生活していくことが求められている。

コロナ以外にも生きていくうえでのリスクはあるっ！
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◆ 必要な時に会える

◆ 会いたい時に会える

◆ 会わなくても○ ○ できる

新生活様式での
「人との距離感」のキーワード
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みま～も公式YouTubeチャンネル開設！
～スマホ・パソコンから1クリックでみま～もに会える！～

https://www.youtube.com/feed/my_videos
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チーム対抗ランキング
みま～もチームとして参加中！
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