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コロナ禍における地域活動の変化

p地域活動の⾃粛・休⽌
p⽣活⽀援・⽣活困窮ニーズの拡⼤
pオンラインツールの活⽤
p新しい⽣活様式に合わせた活動の⼯夫
p財源の不⾜
p新たな活動と新たな財源の創出
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p地域活動を⽀えるアドボカシー



海外における対応



海外における対応
表現の⾃由への侵害
パンデミックの最初の9ヶ⽉の間に、44の国で市⺠による表現の⾃由を規制する法律が成⽴した。中には刑
罰を伴うものもある。具体的にはコロナ禍におけるフェイク・ニュースの拡散とそれによる混乱を防ぐ⽬的
のものであるが、それによって独⽴系のメディアや市⺠団体がパンデミックの状況を調査して報告すること
が困難になった。OECDではそうした規制に対する対抗措置を⽀援してきている。

集会・抗議⾏動の⾃由への侵害
少なくとも126の国で平和的な集会に対する規制強化が⾏われた。多くの場合、ソーシャルディスタンスが
保たれた形の集会であっても取り締まりの対象となった。ただし、デンマークの事例のように、ソーシャル
ディスタンスを保つ限りは、デモや政治的な集会を認めるという政策もあった。

コロナ対策における市⺠活動
国によっては国⺠に対する⾃粛要請や⾏動規制を強化したことにより市⺠活動団体もコロナ禍における⽀援
活動を⾃粛せざるを得なくなった。⼀⽅で、国によっては市⺠活動団体と共に救済活動を推進した例もある。
チュニジアでは500を超える市⺠活動団体の代表や活動家と地⽅⾃治体が協⼒して、低所得者や⾼リスク世
帯などに対する⾷料や必要な物資の提供をおこなった。バハマとベリーズではコロナ対策の委員会に市⺠活
動団体を登⽤した。イタリアでは政府のコロナ対策に対して市⺠の意⾒を取り⼊れる仕組みを設けた。

参照：OECD (https://oecd-development-matters.org/2021/01/13/can-civil-society-survive-covid-19/)



海外における対応

参照：European Social and Economic Comittee (https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/response-civil-
society-organisations-face-covid-19-pandemic-and-consequent-restrictive-measures-adopted-europe-study/)

 The response of civil society organisations to face the COVID-19 pandemic and the consequent restrictive measures adopted 
in Europe 
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Figure 5. Strategic approach adopted by the CSOs 

 
Looking at the distribution of the same answers per each of the EESC activity areas (Figure 6), it is 
noticeable that, on average, the same ratio is maintained, except for the Consumers and Environment 
area, where most of the CSOs participating in the study took action to either continue offering the same 
services under the new regulations, converting existing services into online services or rather launch 
brand new or customized services for specific needs.  

 
Figure 6. Approach adopted by the CSOs participating in the survey in each of the EESC activity areas 

In order to aggregate the new or reshaped activities and initiatives according to the main purposes they 
were pursuing, the CSOs have been asked to indicate which of the following aims their initiatives have 
been designed to fulfil: 
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EU圏内の市⺠活動団体におけるパンデミックへの対応



海外における対応

参照：European Social and Economic Comittee (https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/response-civil-
society-organisations-face-covid-19-pandemic-and-consequent-restrictive-measures-adopted-europe-study/)

EU圏内の市⺠活動団体におけるコロナ禍の具体的な活動

27％ 対象者やグループに対して直接的なサービスを提供した
30％ 対象者やグループに情報提供・相談⽀援をした
33％ 公共機関に対するアドボカシーや啓発活動をした
10％ その他（従来の活動や使命を変更した）



海外における対応

参照：European Social and Economic Comittee (https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/response-civil-
society-organisations-face-covid-19-pandemic-and-consequent-restrictive-measures-adopted-europe-study/)

EU圏内の市⺠活動団体におけるコロナ禍の具体的な活動
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x Activities directed to deliver services to target groups (27%) in need of support due to the 
Covid-19 pandemic.  

x Actions of information and support to members and target groups (30%)  

x Advocacy and awareness-raising measures towards public authorities (33%). 

x Others, including changes in their "ordinary" actions and missions (10%). 

This shows that the CSOs participating in the study cover evenly the three types of aims. Among those 
CSOs that have put in place activities with “other” aims than the traditional ones their statutory mission 
calls for, it is worth to note that several CSOs that had not been directly performing studies and surveys 
before, have proactively undertaken monitoring, data collection and analysis initiatives to map and study 
the impacts of the pandemic and the restrictions on their members and target groups and report on those. 
Also, in some cases, the CSOs have taken actions that were not usually in their portfolio of activities 
such as providing humanitarian aid and shelters to the most marginalized and impacted by the 
pandemic’s consequences as well as putting in place brand new and innovative services. An example of 
those is the "business advice programme" delivered by Volunteer Ireland which is giving company 
volunteers the opportunity to share their business knowledge, experience and expertise with the 
community and voluntary sector via their company’s employee volunteer programme31. 

 
Figure 7. Type of new or adapted initiatives, services or activities put in place by CSOs 

The diverse range of activities implemented (Figure 7) spans from online and phone assistance to 
members (which together account for more than 22% of the activity types selected by the respondents), 
advocacy, information and awareness raising (9%) as well as contribution to the policy making debate 
(7%), training, education and leisure initiatives (4%), health and social care services (6%), activities 
aimed to facilitate coordination among CSOs (7%) and connection among members (7%) as well as 

                                                      
31 Volunteer Ireland website, Business Advice Programme, at: https://www.volunteer.ie/services/corporate-volunteering/business-advice-
programme/.  
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海外における対応

参照：European Social and Economic Comittee (https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/response-civil-
society-organisations-face-covid-19-pandemic-and-consequent-restrictive-measures-adopted-europe-study/)

EU圏内の市⺠活動団体にかかわる政策提⾔

Ø 新たな連帯と新しい形の社会活動を活⽤し、声を上げ、新たに⽣まれたグ
ループと既存の市⺠活動団体との間のつながりや相互補完のメカニズムを促
進する。

Ø デジタル化がもたらすリスクへの対応と機会の活⽤。
Ø 市⺠活動につながる雇⽤が創出されるような若者の参加と⾰新的なプログラ
ムの促進。

Ø 市⺠活動団体が、他団体とのネットワークや国内外における協⼒を最⼤限に
活⽤できるように必要なスキルと資源を⾝につける。

Ø ⾏政への対応や運営管理上の負担を軽減させる。
Ø 気候や環境に配慮した復興計画の策定に市⺠活動団体を参加させる。



海外における対応

参照：U.S. FEMA(https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-11/fema_covid-19-impact-human-social-services-sector_best-practice_11-16-
20.pdf/)

⽶国におけるコロナ禍の⾮営利組織の状況
Charity Navigator & Reuters News, 
April 2020 Survey (298 
Respondents)

La Piana Consulting, May 2020 
Survey (750 Respondents)

Nonprofit Organization Research 
Panel- May 2020- human service 
respondents (614 ‒ weighted 
results)

財源の喪失
83%が財政的困難に直⾯。
74.6%がファンドレイジング
のイベントをキャンセル。

90%の団体が財源の喪失に直
⾯している。

平均して19.3%~37.3%の財源
喪失に直⾯している。

団体存続のた
めにプログラ
ムを縮⼩

64%がプログラムを縮⼩。
48.8%が主要なプログラムを
中⽌。

91％がサービスの縮⼩や提供
⽅法の変更。
51％が更なるサービスの縮⼩
⾒込み。

25％がすでに既存のプログラ
ムを縮⼩。
39％が今後プログラムを縮⼩
する予定。

雇⽤維持のた
めの償還免除
ローン

69％が5000ドルから680万ド
ル規模の雇⽤維持⽬的の償還
免除ローンを申請。



海外における対応

参照：U.S. FEMA(https://www.fema.gov/sites/default/files/2020-11/fema_covid-19-impact-human-social-services-sector_best-practice_11-16-
20.pdf/)

⽶国におけるコロナ禍の⾮営利組織の状況

需要の増加
50.2％がプログラムやサービ
スへの需要の増加に直⾯。

15％がサービスに対する需要
の増加を経験し、46％が今後
増加することを予測。

職員の削減
14.2％が職員を解雇した。
さらに27％が今後職員の解雇
を計画中。

平均して18％の職員が⼀時帰
休し、44％が更なる職員の削
減を予定している。

26％が職員を⼀時帰休もしく
は解雇し、20％が職員の勤務
時間を削減した。

ボランティア
の不⾜

35.3％がボランティアの不⾜
を報告。

63％がボランティアの⼈数の
減少を確認している。

閉鎖

リモートでは仕事ができない
ため、10.5％が事務所を閉鎖。

学校を拠点とした団体や芸術
⽂化活動に取り組む団体のほ
とんどは、収益の100％を
失ったことで閉鎖に追い込ま
れた。



海外における対応

参照：The Center for Effective Philanthropy(https://cep.org/portfolio/persevering-through-crisis-the-state-of-nonprofits/)

⽶国におけるコロナ禍の⾮営利組織に対する影響

PERSEVERING THROUGH CRISIS: THE STATE OF NONPROFITS  |  7

More than three-quarters of nonprofit leaders responding to our February 2021 survey report that the 
COVID-19 pandemic has had some degree of negative impact on their organizations, with two-thirds 
reporting a moderate or significant negative impact (Figure One).

FIGURE ONE | NEGATIVE IMPACT OF COVID-19 ON NONPROFITS
Percentage of respondents who report that the COVID-19 pandemic has had various degrees of 
impact on their organizations (N=162)

The few leaders whose organizations have experienced positive impacts during the COVID-19 pandemic 
describe some silver linings of this difficult time. For example, one leader says, “The fact that we have 
remained open throughout the entire pandemic has raised awareness of our organization and has 
increased our credibility as not just a free meal site but a vital essential service to our community.” 
Another leader whose organization has found ways to innovate says, “We have been able to expand our 
online offerings, broaden our reach beyond our normal service area, and contemplate a new way of 
offering our programs and services.” 

The majority of leaders whose organizations have experienced negative impacts during the pandemic 
describe facing difficulties in carrying out their programs and services. Most nonprofit leaders report that 
they had to alter or reduce their programs or services in 2020 (Figure Two).
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12%
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Moderate negative impact

Significant negative impact

Little positive impact

No positive or negative impact

Little negative impact

Percentages in this figure may not add to 100 due to rounding.

Finding 1

⾮常に良い影響
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やや良い影響

良くも悪くもない

やや悪い影響

まあまあ悪い影響

⾮常に悪い影響
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One leader whose organization had to change its in-person programs to follow safety protocols says, “To 
maintain proper social distancing, we have had to reduce the number of participants in each session and 
add time between sessions for thorough disinfecting of all communal spaces and equipment. This has 
decreased the number of individuals we are able to serve.” Another leader whose organization had to 
begin delivering services virtually says, “The provision of remote services depends on clients being able 
to access phone or Internet technology, which is challenging for our most marginalized clients.”

Another leader whose organization had to cancel its programs altogether explains, “We are unable to 
provide any on-site programs and activities due to the required closure of school campuses, and schools 
opted not to have us participate online/virtually.”

FIGURE TWO | ACTIONS NONPROFITS TOOK IN 2020
Percentage of respondents who say their organizations took various actions in 2020  
(Ns range from 126 to 163)

88%Altered program offerings

58%Reduced programs or services

49%Reduced operational costs

38%Drew from reserves

37%Reduced staff hours, wages,
and/or employee benefits

31%Laid off and/or
furloughed employees

Finding 1

海外における対応

参照：The Center for Effective Philanthropy(https://cep.org/portfolio/persevering-through-crisis-the-state-of-nonprofits/)

⽶国の⾮営利組織が2020年にとった対策

プログラムの内容を変更

プログラムやサービスの縮⼩

運営コストの削減

貯蓄していた資⾦を利⽤

職員の勤務時間、賃⾦の削減
または／および福利厚⽣の削減

職員の解雇または／および⼀時帰休
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CHANGES IN REVENUE, DEMAND, AND COSTS
Most nonprofit leaders say that their organizations’ revenue decreased in 2020 relative to the previous 
year (Figure Three). One nonprofit leader says, “Because of the pandemic and our inability to have live 
performances or in-person classes, our earned income has decreased severely.” Another says, “We have 
found it difficult to reach out to, identify, and cultivate new donors—both foundations and individuals—
during the pandemic.”

Making matters worse, half of nonprofit leaders say demand for their programs and services increased, 
and 39 percent say their costs increased (Figure Three).

FIGURE THREE | CHANGES IN REVENUE, DEMAND, AND COSTS
Percentage of respondents who say their organizations’ revenue, demand, and costs decreased, did 
not change, or increased in 2020 as compared to 2019

DIFFERENCES IN COVID-19 EXPERIENCES BY ISSUE AREA
Leaders of arts and culture organizations rate the impact of COVID-19 on their organizations more 
negatively than leaders of other organizations (Appendix A, Figure One).⁸ In 2020, they report 
experiencing a significantly larger decrease in their revenue and in the demand for their programs and 
services (Appendix A, Figure Two). “Our earned revenue is down by more than 50 percent. Audiences are 
not able to attend our live performances. We lack confidence in what lies ahead,” says one leader. “We 
are trying to figure out how we are going to survive the year,” says another.

By contrast, leaders of community and economic development organizations rate the impact of 
COVID-19 on their organizations less negatively than leaders of other organizations (Appendix A, Figure 
Three). They experienced a greater increase in revenue and demand for their programs and services 
as need for their work grew because of the enormous challenges of the pandemic (Appendix A, Figure 
Four). One leader says, “Local foundations have increased their funding to us in order to work toward a 
collective policy agenda for COVID-19 recovery.” Another says, “Our work is in higher demand, and we 
are being tapped by more partners to support community need. This has increased our overall revenue 
and our programmatic offerings.”

32%

50% 20% 30%

39% 23% 37%

11% 57%Revenue
(N=162)

Demand
(N=162)

Costs
(N=163)

Did not change DecreasedIncreased

Percentages in this figure may not add to 100 due to rounding.

Finding 1

海外における対応

参照：The Center for Effective Philanthropy(https://cep.org/portfolio/persevering-through-crisis-the-state-of-nonprofits/)

⽶国の⾮営利組織における収⼊、需要、⽀出の変化

収⼊

需要

⽀出

増加 変化なし 減少
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INCREASED SUPPORT FROM THE GOVERNMENT, 
FOUNDATIONS, AND DONORS
Many nonprofits fared better than expected because of the support that they received from government 
sources, foundations, and individual donors. More than half of nonprofit leaders report that their grants 
from government sources increased in 2020 as compared to 2019 (Figure Six). The vast majority, 92 
percent, report that their organizations applied for a loan through the Paycheck Protection Program 
(PPP), and 99 percent of those organizations received funding. As of February 2021, about two-thirds 
had already applied for forgiveness on their PPP loan, and of those who had received a decision, almost 
all had the full amount of their loan forgiven. 

In addition, more than half of nonprofit leaders report that their grants from foundations increased, and 
nearly half report that their gifts from individual donors increased (Figure Six).

FIGURE SIX | CHANGES IN DIFFERENT SOURCES OF REVENUE
Percentage of respondents who say their organizations’ revenue from different sources decreased, 
did not change, or increased in 2020 as compared to 2019

Finding 2

Did not change DecreasedIncreased

Grants from staffed foundations
(N=149) 24%52% 24%

Gifts from major donors
(N=111) 31%46% 23%

Gifts from individual donors below 
a giving level of $7,500 per year

(N 157)
24%45% 31%

Gifts from individual donors 
through donor-advised funds (DAFs)

(N 110)
50%36% 15%

Earned revenue
(N=118) 16%15% 69%

Grants from government sources
(N=123) 58% 21% 21%

Percentages in this figure may not add to 100 due to rounding.

海外における対応

参照：The Center for Effective Philanthropy(https://cep.org/portfolio/persevering-through-crisis-the-state-of-nonprofits/)

⽶国の⾮営利組織における財源の変化
政府の（公的な）助成⾦

増加 変化なし 減少

財団の（⺠間の）助成⾦

主要な寄付者からの寄付

使途推奨冠名基⾦による寄付

$7500以下の個⼈寄付

収益
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Many nonprofit leaders report receiving new flexible program/project support or unrestricted support 
from their foundation funders in 2020 (Figure Nine). Says one nonprofit leader:

The most helpful support from foundations was unrestricted funds that could be utilized 
for operational expenses. With our earned revenue being hit so hard, operations were 
really the area that needed funding. We have and continue to receive support for specific 
programming, but operations are always difficult to fund. Funder flexibility this year has 
been paramount.

However, leaders whose organizations primarily serve Asian communities report fewer foundations 
providing new unrestricted support to their organizations (Appendix A, Figure Eight).11 

Less than half of nonprofit leaders report receiving new organizational strengthening support from 
foundations (Figure Nine). But compared to white leaders, nonprofit leaders of color report that more of 
their foundation funders provided new grants of this type to their organizations (Appendix A, Figure Six).

FIGURE NINE | NEW GRANTS THAT FOUNDATION FUNDERS PROVIDED IN 2020
Percentage of respondents who say none, some, or most or all of their foundation funders provided 
new grants of various types in 2020

34% 60% 6%Flexible program/project support
(N=142)

36% 58% 6%Unrestricted support
(N=142)

53% 44% 3%Organi ational strengthening support
(N=137)

66% 31% 3%Multiyear support
(N=141)

81% 17% 1%Multiyear unrestricted support
(N 140)

Some (1% to 49%) Most or all (50% to 100%)None (0%)

Percentages in this figure may not add to 100 due to rounding.

Beyond experiencing greater flexibility in new foundation grants, many nonprofit leaders report that 
at least some of their foundation funders took a variety of actions to be more flexible, responsive, and 
communicative—such as communicating about future funding, allowing the goals of existing grants to 
shift, and lifting up the voices of the people and communities they serve to inform public discourse (e.g., 
hosting webinars featuring community voices, promoting content created by communities) (Figure Ten).

As one nonprofit leader says, “It was helpful when foundations communicated regarding anticipated 
funds available for 2021.” Another describes how their foundation funders were flexible with grant goals, 
saying, “We explained the inability to meet some objectives. They understood, appreciated the candid 
feedback and the call, and renewed funding at 100 percent for 2021.”

Finding 3

海外における対応

参照：The Center for Effective Philanthropy(https://cep.org/portfolio/persevering-through-crisis-the-state-of-nonprofits/)

⽶国の財団による2020年度新規助成⾦における対応策
助成プログラムの柔軟化

なし
0%

ある程度
1%~49%

ほぼ全て
50%~100%

プログラムの制限の撤廃

組織の基盤強化⽀援

複数年にわたる制限の撤廃

複数年にわたる助成



国内における地域活動の状況



国内における地域活動の状況（社協に対する影響）

参照：東京都社会福祉協議会(東京都地域福祉⽀援計画策定委員会第3回（9⽉17⽇）会議資料)

コロナ禍で顕在化した地域課題

Ⅱ コロナ禍 おい 顕在化した課題 地域福祉活動の展開 
 

１ コロナ禍 おい 顕在化した、これま 社協 し （あまり）把握 き い かった地域課題

の有無 

コロナ禍 顕在化した地域課題がある 52社協 

コロナ禍 顕在化した地域課題は い 10社協 

 

 
 

２ コロナ禍 おい 顕在化した地域課題の内容 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

（主 回答） 

  〇交流や居場所の停止 よる孤立、高齢者のフレイル 

  〇在宅の時間が増えたこ よる家族関係の悪化 

  〇困窮状態 陥る可能性のある外国籍の方が居住し いる実態 

  〇外国籍居住者の制度利用 おける言葉の課題、食糧支援 あたっ の宗教上の課題 

コロナ禍で顕在

化した地域課題

がある 52社協

84%

コロナ禍で顕在

化した地域課題

はない 10社協

16%

コロナ禍で顕在化した地域課題

①コロナ禍の日常生活の長期 わたる変化 伴う高齢者、障害者、子 もたちへの今後の影響 
  （例・高齢者のフレイル・認知の低下、障害者の交流機会の減少、親以外の大人 の交流が減った子

も ） 
②これま は把握され い かったが、コロナ禍 顕在化した新た 地域生活課題 
  （例・ギリギリ 生活 き いた世帯が抱え いた複合的課題、親族の支援が不可欠だった子育 家

庭、外国籍の居住者の生活実態、ひきこもり の複合的 課題の表面化 ） 
③地域活動の担い手への影響 今後の活動のあり方への影響 
  （例・地域活動の停止 よる活動者のモチベーション低下、中高校生等のボランティア活動の機会の減

少 ） 
④情報格差への対応 
  （例・デジタルスキルの世代間の差、外国籍居住者の言葉の課題 ） 
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国内における地域活動の状況（社協に対する影響）

参照：東京都社会福祉協議会(東京都地域福祉⽀援計画策定委員会第3回（9⽉17⽇）会議資料)

コロナ禍で顕在化した地域課題

Ⅱ コロナ禍 おい 顕在化した課題 地域福祉活動の展開 
 

１ コロナ禍 おい 顕在化した、これま 社協 し （あまり）把握 き い かった地域課題

の有無 

コロナ禍 顕在化した地域課題がある 52社協 

コロナ禍 顕在化した地域課題は い 10社協 

 

 
 

２ コロナ禍 おい 顕在化した地域課題の内容 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

（主 回答） 

  〇交流や居場所の停止 よる孤立、高齢者のフレイル 

  〇在宅の時間が増えたこ よる家族関係の悪化 

  〇困窮状態 陥る可能性のある外国籍の方が居住し いる実態 

  〇外国籍居住者の制度利用 おける言葉の課題、食糧支援 あたっ の宗教上の課題 

コロナ禍で顕在

化した地域課題

がある 52社協

84%

コロナ禍で顕在

化した地域課題

はない 10社協

16%

コロナ禍で顕在化した地域課題

①コロナ禍の日常生活の長期 わたる変化 伴う高齢者、障害者、子 もたちへの今後の影響 
  （例・高齢者のフレイル・認知の低下、障害者の交流機会の減少、親以外の大人 の交流が減った子

も ） 
②これま は把握され い かったが、コロナ禍 顕在化した新た 地域生活課題 
  （例・ギリギリ 生活 き いた世帯が抱え いた複合的課題、親族の支援が不可欠だった子育 家

庭、外国籍の居住者の生活実態、ひきこもり の複合的 課題の表面化 ） 
③地域活動の担い手への影響 今後の活動のあり方への影響 
  （例・地域活動の停止 よる活動者のモチベーション低下、中高校生等のボランティア活動の機会の減

少 ） 
④情報格差への対応 
  （例・デジタルスキルの世代間の差、外国籍居住者の言葉の課題 ） 

22



国内における地域活動の状況（社協に対する影響）

参照：東京都社会福祉協議会(東京都地域福祉⽀援計画策定委員会第3回（9⽉17⽇）会議資料)

新たな地域課題を把握するに⾄ったきっかけ

３ 新たな地域課題を把握するに至ったきっかけ 

特例貸付の相談を通じ  39社協 

生活困窮の相談業務を通じ （社協） 13社協 

生活困窮の相談業務を通じ （他団体） 3社協 

民生児童委員からの相談を通じ  28社協 

社会福祉法人等からの相談を通じ  10社協 

地域福祉活動を通じ  46社協 

学校等からの相談を通じ  4社協 

その他 20社協 

 

 

＜その他＞ 

  〇地域福祉コーディネーターによるアウトリーチ、CSWの活動を通じ  

  〇生活支援体制整備事業第２層協議体、２層生活支援コーディネーターから 

  〇社協事業を通じ  

   ・孤立化防止事業における戸別訪問、電話から 

   ・相談支援事業所 し 相談を受けた 

   ・就労支援事業を通じ  

   ・ボランティアセンター業務を通じ  

   ・施設運営をする中  

  〇訪問による聞き取り調査、アンケート調査から 

  〇福祉専門職が参加し いる会議 の協議から 

  〇ほかの専門職 の連携から 

  〇地域包括支援センターによる戸別訪問から 

  〇NPO法人からの相談 
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4

46

10

28

3

13

39

その他

学校等からの相談を通じて

地域福祉活動を通じて

社会福祉法人等からの相談を通じて

民生児童委員からの相談を通じて

生活困窮の相談業務を通じて（他団体）

生活困窮の相談業務を通じて（社協）

特例貸付の相談を通じて

新たな地域課題を把握するに至ったきっかけ
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国内における地域活動の状況（社協に対する影響）

参照：東京都社会福祉協議会(東京都地域福祉⽀援計画策定委員会第3回（9⽉17⽇）会議資料)

新たな地域課題への継続的な関わりや⽀援の有無

  〇警察、関係機関から 

  〇市民活動団体から 

  〇地域住民からの相談、情報提供 

  〇見守りサポート協力員から 

  〇子育 支援センター利用者から 

  〇本人からの相談 

   
４ 新た 地域課題 対する社協 し の継続的 関わりや支援の有無 

継続的 関わりや支援 つ がっ いる 45社協 

継続的 関わりや支援 つ がっ い い 7社協 

 

 

 

５ 新た 地域課題を把握し、つ がるための具体的 方法や支援の内容 

（主 回答） 

  〇貸付終了者へのアンケート調査（文京区） 

  〇ファンドレイジングを活用したフードパントリーの取組みをすすめる も 、区内社会福祉法人 連

携した食糧支援を含む相談支援を試行（中野区） 

  〇福祉 ん も相談 個別ケースを通じた他機関 の調整・橋渡しが増加（杉並区） 

  〇CSW よる個別相談（豊島区） 

  〇生活支援コーディネーターの協議体 協議し、個別ケースは民生児童委員や専門職 つ いだうえ、

地域課題は協議体 協議を継続（板橋区） 

  〇若年者等社会参加支援事業（品川区） 

  〇子 も食堂連絡会を契機 した困窮家庭の把握（世田谷区） 

  〇電話やはがき よる通いの場参加者の安否確認を通いの場代表者が実施（足立区） 

継続的な関わり

や支援につな

がっている 45

社協

87%

継続的な関わり

や支援につな

がっていない 7

社協

13%

新たな地域課題への継続的な関わりや支援の有無
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国内における地域活動の状況（社協に対する影響）

参照：東京都社会福祉協議会(東京都地域福祉⽀援計画策定委員会第3回（9⽉17⽇）会議資料)

コロナ禍での経験を通じた社協内の連携などの各社協における職員の意識の変化

  〇電話、郵送、WEB よる「 ごみの家困りご 調査」の実施（江戸川区） 

  〇企業協力を得 スマホ講座を開始した派生 住民 よる相談会やサロン（調布市） 

  〇フードパントリーを実施する際、同時 状況のアンケートの提出をお願いし、食 限ら い生活全般

の困りご を聴く（府中市） 

  〇ひ り親家庭 お弁当を配布する事業 よる課題の把握（町田市） 

  〇ひ り親家庭支援事業（食料支援や市内飲食店 利用 きるチケットの配布）を行政 も協力し

対応する も 、メールを利用するこ 連絡を りやすくし いる（国立市） 

  〇Zoom 井戸端会議の支援やサロン同士の情報交換、コロナ禍 も きるボランティア活動の開発

（日野市） 

  〇多摩地域企業・大学等連絡会 の取組み（食の支援）（多摩市） 

  〇コロナ禍 の地域課題 関するアンケート調査の実施（多摩市）  等 

 

６ コロナ禍 の経験を通じた社協内の連携 の各社協 おける職員の意識の変化 
 
 
 
 
   
（主 回答） 

  〇特例貸付等 よる業務量の増大 疲弊した 

  〇応援体制を組んだこ や組織内の横断的 取組み よるコロナ禍の新た 課題を共有 

  〇特例の貸付を係横断 実施したこ 伴う法人全体 し の一体感 

  〇「 うすれば きるか？」を職員間 協議し、士気があが た 

  〇部署を超えた情報共有 

  〇職員全体が困窮世帯 接するこ よる生活困窮の課題の実感 

  〇特例貸付を通じこれま がるこ の き か た家庭 がり、他部署 連携した支援の増加 

  〇社内連携の重要性が一段 高まり、コミュニケーションツールのストラックを導入 

  〇一度落ち着い 必要 事業を見直す機会 た 

  〇他事業からあが た相談を共有するこ 、さまざま 視点から支援を検討 

  〇オンラインの活用 よる新た がり くり 

  〇これま の社協活動 は見え くか た地域生活課題 触れるこ よる地域 対する視点の変化 

  〇限られた機会を のよう 効果的 するかを今ま 以上 検討するよう た 

  〇今ま 見え い か た層からの相談対応を通じた視野の広がり 

  〇個別支援への意識の高まり、地域 の がりの重要性の実感 

  〇コロナ禍の差別を くすシトラスリボン運動への取組み 

  〇リスクマネジメントへの意識の高まり、BCPの見直し 

特例貸付の対応 度重 る延長 より組織が疲弊し いる。一方、社協全体 の応援を通じ 部署を超えた

連携や情報共有は増えた。また、顕在化し い か た層からの相談対応を通じた視野の広がりやオンライ

ン の新た ツールを活用し うすれば きるかを考える積極的 取組みもみられた。 
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  〇年間計画 く も必要 応じた事業を実施したり連携する意識 

  〇ICT活用 、新しいシステム トライする積極的姿勢 等 

   

７ 顕在化した地域課題 対し、継続的 関わりや支援 げるため 必要 考えられるしく

みや工夫 
 
 
 
  〇社協内におけるコロナ禍で新たに顕在化した課題は何かの共有 
   
 

 

（主 回答） 

  〇地域福祉コーディネーターのアウトリーチ等の活動の強化 

  〇継続的 伴走支援 きるワーカー 組織の体制、課題を地域 共有し、住民の力を中心 し 解決

向かう取組み 

  〇地域を耕すこ が必要。住民 地域課題を話し合う場を作 いくアクション、住民 気 きを持

もらうツールの開発が必要 

  〇地域住民、行政、社協、事業者、民生委員のそれぞれが把握した問題をそこ 止め しまわず、必要

支援機関 い いける意識を社協職員が強くも  

  〇把握された課題 対する継続的 相談支援 

  〇情報格差を生ま いよう、さまざま 媒体 よる情報発信 

  〇オンラインを活用した活動者向けの体験会 の支援 

  〇大学や企業 の連携 よる動画等も活用した地域福祉活動 

  〇外国人コミュニティの実態把握 

  〇コロナワクチンの接種予約 おけるインターネット利用格差 伴う予約支援 

  〇し かり したニーズ把握 ぜその課題 取り組む必要があるかを客観的 わかりやすいデータ

や事例 を交え 地域 提示 

  〇新た 課題を住民、社会福祉法人、商店、企業、行政 あらゆる関係者 共有 

  〇特例貸付等の償還事務を通じた支援を必要 する方への相談支援の案内 

  〇やさしい日本語の活用 外国人 対する情報支援 

  〇IT支援ボランティア活動、高齢者への IT支援 

  〇状況 応じたハイブリッド会議の導入 

  〇地域住民が地域課題を知り、住民の立場 関われるこ を考える機会 くり 

  〇地域活動への参加意欲のある方への SNSやホームページ よる効果的 情報発信 

  〇地域活動を継続するための運営支援 

  〇居場所活動のネットワーク形成への支援 

①コロナ禍 緊急対応した課題への地域 連携した継続的 関わり 

②新た 把握した課題の実情を具体的 把握し、関係機関、地域住民 地域生活課題 し 共有 

③休止した地域活動の再開・継続支援や新た 担い手 くり 

④情報格差を生ま い効果的 情報発信 
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顕在化した地域課題に対し、継続的な関わりや⽀援につなげるために必要と考えられるしくみや⼯夫



国内における地域活動の状況（NPOに対する影響）

参照：特定⾮営利活動法⼈CRファクトリー(https://crfactory.com/intermediary/page-8195/)

パンデミック初期にNPOが直⾯した危機

1. ⽇常会話・普段のなにげない雑談が減っている。
2. 対話・議論・ディスカッションが深まらない。
3. 関わりの差が⽣まれている。
4. メンバーの不安感から、活動が停滞している。
5. 会議・会合を開けず、活動が⽌まっている。



国内における地域活動の状況（NPOに対する影響）

参照：特定⾮営利活動法⼈CRファクトリー(https://crfactory.com/intermediary/page-8195/)

対⾯でのミーティングの頻度(N-165)
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国内における地域活動の状況（NPOに対する影響）

参照：特定⾮営利活動法⼈CRファクトリー(https://crfactory.com/intermediary/page-8195/)

オンラインでのミーティングの頻度(N-164)
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国内における地域活動の状況（NPOに対する影響）

参照：特定⾮営利活動法⼈CRファクトリー(https://crfactory.com/intermediary/page-8195/)

研修やワークショップの頻度(N-165)
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国内における地域活動の状況（NPOに対する影響）

参照：特定⾮営利活動法⼈CRファクトリー(https://crfactory.com/intermediary/page-8195/)

⾷事会・懇親会の頻度(N-165)
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国内における地域活動の状況（NPOに対する影響）

参照：特定⾮営利活動法⼈CRファクトリー(https://crfactory.com/intermediary/page-8195/)

オンラインツールの導⼊・活⽤(N-118)
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国内における地域活動の状況（NPOに対する影響）

参照：特定⾮営利活動法⼈CRファクトリー(https://crfactory.com/intermediary/page-8195/)

パンデミック半年後に⾒られたNPOの変化

1. 活動の「試⾏錯誤」や「⾬宿り」の期間
2. オンライン・リアルの「両利きの運営」
3. ⽔平⽅向の「広がり」と垂直⽅向の「ギャップ」
4. 関わる⼈の「孤⽴」や「不安」へのケア
5. コミュニティ・組織の「信頼貯⾦の残⾼」の増減



国内における地域活動の状況（非営利組織に対する影響）

参照：⽇本財団(https://www.nippon-foundation.or.jp/who/news/pr/2020/20201106-50903.html/)

感染拡⼤による事業実施への影響

日本財団 【新型コロナ禍 非営利組織に対する影響調査】 2020年11月

新型コロナの事業実施への影響

とてもあった
85.3%

少しあった
13.6%

ほとんどなかった
1.1%

n=638

1．新型コロナウイルスの感染拡大による事業実施への影響はありましたか。 ⾃粛要請による事業実施への影響

日本財団 【新型コロナ禍 非営利組織に対する影響調査】 2020年11月

新型コロナの事業実施への影響

とてもあった
79.6%

少しあった
16.5%

ほとんどなかった
2.8%

まったくなかった
0.8%

わからない
0.3%

n=638

2．自粛要請による事業実施への影響はありましたか。



参照：⽇本財団(https://www.nippon-foundation.or.jp/who/news/pr/2020/20201106-50903.html/)

役に⽴っている（役に⽴った）政府や⾃治体の施策

日本財団 【新型コロナ禍 非営利組織に対する影響調査】 2020年11月

政府や自治体の施策に対する評価

ある
60.3%

ない
39.7%

n=638

7．役に立っている（あるいは役に立った）
政府や自治体の施策はありますか。

役に立っている（あるいは役に立った）のは、
政府や自治体のどのような施策ですか。
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国内における地域活動の状況（非営利組織に対する影響）



地域活動を支える財源



参照：⽇本財団(https://www.nippon-foundation.or.jp/who/news/pr/2020/20201106-50903.html/)

今後の資⾦的⽬処は⽴っているか

日本財団 【新型コロナ禍 非営利組織に対する影響調査】 2020年11月

今後の資金的目処

立っている
12.8%

ある程度立っている
58.0%

ほとんど立ってい
ない
24.7%

まったく立っていない
4.4%

n=429

1．今後の資金的目処は立っていますか。

立っている
4.9%

ある程度立っている
43.1%

ほとんど立ってい
ない
37.1%

まったく立っていない
8.4%

その他
6.5%

n=429

2020年度 2021年度

地域活動を支える財源（非営利組織を支える財源）



参照：⽇本財団(https://www.nippon-foundation.or.jp/who/news/pr/2020/20201106-50903.html/)

今後の資⾦的⽬処（2020年度）

日本財団 【新型コロナ禍 非営利組織に対する影響調査】 2020年11月

今後の資金的目処（2020年度）
資金的目処が立っている理由を教えてください。（複数回答可）
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具体的に見込めている資金を教えてください。（複数回答可）

地域活動を支える財源（非営利組織を支える財源）



参照：⽇本財団(https://www.nippon-foundation.or.jp/who/news/pr/2020/20201106-50903.html/)

今後の資⾦的⽬処（2020年度）

日本財団 【新型コロナ禍 非営利組織に対する影響調査】 2020年11月

今後の資金的目処（2020年度）
資金的目処が立っていない理由を教えてください。（複数回答可）
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地域活動を支える財源（非営利組織を支える財源）



参照：⽇本財団(https://www.nippon-foundation.or.jp/who/news/pr/2020/20201106-50903.html/)

今後の事業計画

日本財団 【新型コロナ禍 非営利組織に対する影響調査】 2020年11月

今後の事業計画

立ちつつある
62.0%ほとんど立っていない

16.6%

新たな計画を立てるのは
困難な状況にある

11.9%

いいえ
2.8%

その他
6.8%

n=429

2．今後の事業展開について新たな計画の目処は立っていますか。

立ちつつある
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ほとんど立っていない
30.3%

新たな計画を立てるのは
困難な状況にある

11.2%

いいえ
1.6%

その他
11.0%

n=429

2020年度 2021年度

地域活動を支える財源（非営利組織を支える財源）



日本財団 【新型コロナ禍 非営利組織に対する影響調査】 2020年11月

立ちつつある
62.0%ほとんど立っていない

16.6%

新たな計画を立てるの
は困難な状況にある

11.9%

いいえ
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その他
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今後の事業計画（2020年度）

計画の目処が立っている理由を教えてください。（複数回答可）
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参照：⽇本財団(https://www.nippon-foundation.or.jp/who/news/pr/2020/20201106-50903.html/)

今後の事業計画（2020年度）

地域活動を支える財源（非営利組織を支える財源）



参照：⽇本財団(https://www.nippon-foundation.or.jp/who/news/pr/2020/20201106-50903.html/)

経済的⽀援について

日本財団 【新型コロナ禍 非営利組織に対する影響調査】 2020年11月

経済的支援について

休眠預金
3．休眠預金の申請をしましたか。

n=429

■新型コロナウイルス対応緊急支援助成：
指定活用団体日本民間公益活動連携機構
（JANPIA）による助成事業プログラム。新型コロ
ナウイルスによる新たな支援のニーズに対応するた
め、休眠預金等活用法に基づき、2020年度資金分配
団体の公募に加え、助成事業を実施。

■助成金額：総額50億円

出典：一般財団法人日本民間公益活動連携機構（JANPIA）ホームページ
「新型コロナウイルス対応緊急支援助成」
https://www.janpia.or.jp/koubo/2020/corona.html

申請した
6.8%

これから申請する
2.6%

検討中
28.2%

検討したが申請
しなかった
13.8%

検討も申請もし
なかった
48.7%

日本財団 【新型コロナ禍 非営利組織に対する影響調査】 2020年11月
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3．休眠預金の申請をしましたか。

申請しなかった理由は何ですか。

対象でなかった
24.3% 対象だったが金額が

少なかった
0.4%

申請方法が難解だった
7.9%

制度を知らなかった
67.4%

n=268

休眠預金

n=429

地域活動を支える財源（非営利組織を支える財源）



参照：JANPIA(https://www.janpia.or.jp/koubo/2021/corona.html#koubo_tab2/)

地域活動を支える財源（非営利組織を支える財源）

休眠預⾦を財源とした新型コロナ対策
2020年度 総額50億円
2021年度 総額40億円

1  
   

1. 趣旨 

 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、新たな生活上の困難を抱える人々が増え、行政が対応困難

な社会的課題が増えている一方で、こうした社会的課題解決に取り組む団体においては対面サービスや

ボランティアの確保や財源確保が困難になるなどの課題に直面しています。  

行政では対応困難な社会的課題の解決に向けた民間公益活動の停滞は、その対象者の生活や困難な

状況に直面している地域社会のみならず、民間公益活動を担う団体の事業継続に大きな影響を与えてい

ます。 

新型コロナウイルス感染拡大により深刻化する課題は、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に

係る資金の活用に関する法律（平成 28 年法律第 101 号 以下「法」という。）」の定める３つの分野の活動

（①子ども及び若者の支援に係る活動、②日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援

に係る活動並びに③地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の

支援に係る活動）において、一般財団法人日本民間公益活動連携機構（以下「JANPIA」という。) が同法

に基づく指定活用団体として設定していた「優先的に解決すべき社会課題」そのものです。そこで、休眠預

金等活用の目的に照らし、「誰ひとり取り残さない」ために、コロナ禍の影響により新たに生じた又は拡大

した支援ニーズに対応する民間公益活動を行う団体（以下「実行団体」という。）が行う事業に対して助成

を行う資金分配団体の公募（以下「コロナ対応支援枠」という）を、２０２１年４月１日より施行予定の当機構

の２０２１年度事業計画（認可を前提として）に基づく助成事業として４月より速やかに実施できるよう、認

可を前提として公募を開始します。このコロナ対応支援枠は、２０２１年度事業計画の通常の助成枠（以下

「通常枠」という）とは別に、実施するものであり、以下の要領に沿って公募します。 

法では、休眠預金について、国・自治体が対応することが困難な社会課題解決を図ることを目的とした民

間の公益活動を促進するために活用することや、民間の創意工夫が発揮されること等を基本理念として

規定しています。これを踏まえ、「休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針」（平成 30 年３

月 30 日 内閣総理大臣決定）では、「国民への還元」や「共助」（行政が本来行うべき施策（公助）の肩代

わりではない）、「民間主導」等、資金分配団体や実行団体の業務遂行に際しての基本原則を定めていま

す。制度の趣旨や活用によってめざす姿、基本原則、資金分配団体の役割について、２０２１年度通常枠

の公募要領が公表されるまでの当面の間は、2020年度通常枠の公募要領をご参照ください。また、休眠

預金等活用法などの詳細については、内閣府のホームページ

（https://www5.cao.go.jp/kyumin_yokin/index.html）をご覧ください。 

 

2. 助成方針等 

 

（１）助成対象事業 
 

コロナ対応支援枠による助成が対象とする事業は、社会課題の解決をめざす民間公益活動を行う団体

（実行団体となる団体）が実施する事業であり、以下「優先的に解決すべき社会の諸課題」の解決につなが

る事業を対象とします。 

 

１）子ども及び若者の支援に係る活動 

① 経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援 

② 日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援 

③ 社会的課題の解決を担う若者の能力開発支援 
 

２）日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動 

④ 働くことが困難な人への支援 

⑤ 社会的孤立や差別の解消に向けた支援 
 

３）地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る活動 

⑥ 地域の働く場づくりの支援

⑦ 安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援 

 

上記 １）～３）の３つの分野での「優先的に解決すべき社会の諸課題」に関し、新型コロナウイルス感染

拡大による影響を踏まえ、早急に、あるいは、優先して取り組むべき課題について、その解決策、事業

目標に関する提案が可能です。 

 



参照：⾚い⽻根共同募⾦(https://www.akaihane.or.jp/camp-covid19-houkoku/)

地域活動を支える財源（地域活動を支える財源）

⾚い⽻根共同募⾦による新型コロナ対策
1. 臨時休校中の⼦どもと家族を⽀えよう緊急⽀援（３〜
4⽉に実施）
555件、総額：4467万円

2. ⾚い⽻根⼦どもと家族の緊急⽀援（5⽉以降に都道府
県共同募⾦会が実施）

3. フードバンク活動等応援
304件、総額：2億4819万円

4. 居場所を失った⼈への緊急活動応援
77件、総額：1億6129万円

5. withコロナ草の根活動応援
651件、総額：6億5100万円



参照：⽴川市社協(https://www.tachikawa-shakyo.or.jp/2021/08/23/covid19_donation/)

地域活動を支える財源（地域活動を支える財源）

市の社協による新型コロナ対策

令和2年4⽉に発⾜。
令和3年8⽉の時点で526万円ほどの寄付を集める。
市内の活動団体に対して1団体最⼤10万円を助成。
助成の条件は新型コロナウイルスの影響を受けた市
⺠（⼦ども、⾼齢者、障害者、⽣活困窮者等）への
⽀援を提供すること。
2021年3⽉末までに31団体を助成。



地域活動を支えるアドボカシー



参照：声を紡ぎ、未来を拓くフォーラム(https://www.koe-miraiforum2021.com/)

地域活動を支えるアドボカシー

社協職員有志による特例貸付に関する調査
関⻄社協コミュニティワーカー協会が中⼼となり、全国の社協
職員1184名を対象に特例貸付に関するアンケート調査を実施。
調査結果を240ページにわたる報告書としてまとめた。

「⾃助」の名のもとに公的責任を後退させないでください。
すべての困窮する⼈に⽀援が届く⽣活困窮者⽀援⾦制度の拡充を。
⼊りやすく出やすい⽣活保護の弾⼒的運⽤を。
包括的で継続的な⽣活困窮者⽀援ができる⽣活困窮者⾃⽴⽀援の制度を。
「相談⽀援付き貸付制度」として⽣活福祉資⾦貸付の体制強化を。
現場の声に向き合い実態を反映させる政策と運⽤を。
社会福祉の相談援助職の処遇を適正化。
貸付現場と協働した制度検証とそれに基づく改善を。

報告書による8つの提⾔



まとめ

1. コロナ禍で地域活動・市⺠活動は厳しい対応が求められた。
具体的には、⽀援ニーズの拡⼤、活動の⾃粛、事業規模の縮⼩、資⾦不⾜。

2. ⼀⽅で、プラスの影響もあった。
新たな⽀援ニーズが把握でき、それらに対応することができた。財政的な
⽀援を受けることができた。新たな助成事業によって新たな地域活動が⽣
まれた。

3. 活動や事業のオンライン化が⼀気に進んだ。
その結果、活動が広がる側⾯もあるが、従来からの関係性が希薄になるこ
とや、ITリテラシーの問題が表⾯化した。

4. アドボカシー活動はほとんど⾒られてなかった。
他国に⽐べると、強権的な政府が市⺠の⾃由を阻害することへの対策は⽇
本の市⺠活動の中にはほとんど確認されなかったが、政府による保健・福
祉政策に対する意⾒表明・提⾔の実践など部分的には⾏われていた。


