
 

 

 

 

参 考 資 料 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受け手に合わせた分かりやすく 

親しみやすい行政文書の作成に 

向けた共同研究 

 
  



 

目次 

 

１ 町会・自治会に対するインタビュー調査結果 ........................... １ 

（１）令和４年度 ...................................................... １ 

（２）令和５年度 ...................................................... ６ 

２ 職員による文書改善プロジェクトの成果物 ........................... ２０ 

（１）令和４年度 .................................................... ２０ 

（２）令和５年度 .................................................... ６４ 

 

 



町会・自治会インタビュー調査結果（令和４年度）

町会・自治会名 Ａ町会

・月１回届く書類やポスターの取扱いが分からない。
・区の送る意図や送付物が町会で共有すべきお知らせな
のか分からない。
・見ない文書も多くある。読みたいと思わないもの等
・対象者が分かるようにしてほしい。
・送り手は正しく伝え、受け手が取捨選択できるよう
に。
・デジタルサイネージは、流しっぱなしで選択できな
い。
・紙は経費がかかっているとも感じる。印刷、廃棄等
・長い文章は読まない。
・イラストがほしい。
・業者に頼るのではなく、職員自らが考えて行動するよ
うにしてほしい。
・パブコメがあるが、ただやっている口実、一方通行で
しかない。

Ｃ町会

・趣旨は分かった。お役に立てるように。
・活かしてもらえたらうれしい。

・表題が長すぎて、何を言っているのかわからない。
【タイトル】
・なるべく短く的を得るように。【タイトル】
・要件が２つあると思うが、続けるのではなく、分けて
書くべき。【要件】
・※や注は、なるべく避け、本文で書く方がよい。※等
に気をとられ、高齢者は内容を忘れてしまうため。【要
件】
・何の保険料のことか本文からは分からない。【内容】
・年度が4/1～3/31と思うとは限らない。【対象となる保
険料】
・要件によって書類が異なるため、それが分かるよう
に。「申請手続に必要な書類」等の見出しがよい。【内
容】
・作成要領を箇条書きで作成すると良い。【内容】
・兼用（診断書の写し等）での申請方法がよく分からな
い。【必要書類】
・「被保険者」が何か分からない。「加入者」とかの方
がよいのではないか。【要件】
・文書のみのチラシは拒否反応を示すため、絵を入れる
と良い。コロナをイメージする絵等【内容】
・色を使うことは大事
・申請から終了までのフローがほしい。還付について
も。【内容】
・申請書の入手方法が分からない。【内容】
・減額と免除どちらなのか分からない。【内容】

・区の「広報みなと」は分かりやすい。ジャンル分けさ
れているため、読むところが明確である。
・掲示板は見ない、新聞とらないなどの世帯も多い。こ
の点、情報を取るための手段が多すぎるので、受け手も
努力しないといけない。作成側は苦労の割には報われな
い。
・伝えるために、月１回町会だよりを作成して、回覧を
している。近所付き合いのためと思っているが、賛否両
論はある。

Ｂ町会

・良い取組なので、成果を期待している。
・多くの人に話を聞くとよい。

・コピー（改ざん）することができない港区のマーク
（区からの文書であることの担保）がほしい。
・白抜きは避けるべきである。目が悪いと見えない。
【タイトル】
・タイトルで対象が分かるように。一目で分かると良
い。【タイトル】
・できればイラストがあるとよい。【内容】
・減免の割合が分からない。減免割合によって関心が変
わるはず。【内容】
・全体的に文字が小さい。【内容】
・申請の単位が１なのか、人数なのか分かりづらい。図
がほしい。【必要書類の文章】
・緑色は見づらい人もいるため、配慮が必要【枠内】
・インターネットやユーチューブだと説明もあって分か
りやすい。紙はなくす恐れもある。
・項目見出しをつけるのは良い。
・記載例があるのも良い。

・読もうとも見ようとも思わない。【内容】
・利益になる内容のものかもしれないが、目（視覚的）
で見やすいものにする必要がある。【内容】
・マンガのようなものを取り入れたほうがよい。見ても
らうための工夫が必要である。【内容】
・相手の反応があるようにし、いかに宣伝するかが大事
である。
・文章表現については、特に問題とは思わない。
・目を引くもの（１・２行で内容が分かる見出し）【タ
イトル】がほしい。
・細かい内容（説明文）を分けるようにすると良い。こ
の文書では対象なのかが分かりづらい。
・①見出し②対象者③詳細の構成が良いと思う。

対象文書について

その他

・「回覧板」は、つながりを持つためにも重要なツー
ル。他の町会がどのようにしているのか気になる。
・送られてくるチラシはまだ見やすい。
・区の情報は、１，２割しか入ってきていないと感じ
る。いろんなことをしてくれているのはたしかだが、伝
わっていないと思うので、そこはもったいないと思う。
・一部の人の利益になる制度が多いと感じ、本当の弱者
には行き届いていないと感じる。例えば、家具転倒防止
の設置等
・横のつながり（町会内等）も大事だと思うが、誰が実
際に知らせるべきなのか、手紙で理解してもらえないな
ら、訪問するしかない。これは、町会でもできるが、民
生委員、介護ヘルパー等を活用することも必要だと思
う。
・ワクチンで港区はすごいと思った。病院が多い。
・西麻布にスーパーがない。補助や区有施設を安く貸す
等の対策はできないか。安く服を買うところもない。
・町会事務所がないのが不便である。
・いきいきプラざも予約できないが、実際に使われてい
るのか分からない。本当に使わているのか確認した方が
よい。

取組について

・職員の意識改革をすることは良いこと。
・極端に若い人＝デジタル、高齢者＝自論（聞く耳を持
たない）となるため、いろんな人に意見を聞いた方がよ
い。
・行政と区民が討論することは本当に良いこと。
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町会・自治会インタビュー調査結果（令和４年度）

町会・自治会名

取組について

対象文書について

その他

②正確な情報とキャッチーなものを区別する。【内容】

Ｅ町会

①まず現行制度が分からない。この制度はこれから始ま
るものかと思った。【内容】
①表題がおかしい。誰に対して出しているものなのか分
からない。【タイトル】
①後期高齢者が対象となっていることが分からない。
【対象】
①対象者がとても分かりづらい。【対象】
①文字が小さい。【内容】
①長くダラダラ書かれると理解しづらい。簡潔に箇条書
きに。【内容】
①図があると分かりやすい。特にフロー図【内容】
①必要書類は箇条書きで書くべき。【書類】
②記載例に「レ」がなかったり、「）」がなかったりし
ている。【例】
①「被保険者」分かりづらい。記載例の表現とお知らせ
とのつながりが不明【案内文】

②読んでもらいたいのに送り方が不親切
②送り手は正しく送付しないとダメ。読んでもらうため
に送るなら。
①回覧で届いたものには、全部さっと目を通す。会長が
厳選しているため。
①興味のないものはすぐに捨てる。

Ｄ町会

②共同研究グループの人はどのような人？
⇒やさしい日本語（外国人向けの発信）のプロ
②細かい文書を知っていれば、そこからそぎ落とす作業
になるため、できると思う。
②公務員が法律用語になるのはよくわかる。頑張ってく
ださい。
①事前に対象文書を見て、基本的には良くできていると
思うが、主たる生計維持者と申請者の関係が分かりづら
い。同一世帯じゃないといけないのかどうか。【内容】
③対象となる人たちは読まない。読む気がない。【内
容】
③文書の内容は全く分からない。入ってこない。【内
容】
③タイトルを短く、対象者をタイトルの次に。【タイト
ル】
③※や注は読まない。【内容】
③年度には4/1～3/31と記載するように。【対象】
③宛先を切りとって貼れるように、書面に記載してほし
い。【内容】
③なるべく伝えたいというのは分かるが、記載内容が多
いと読まない。【内容】
②タイトルは小さい。【タイトル】
②「主たる生計維持者」は、文字にする以前に難しい
話。より難しい文章になっている。【内容】
②細かい内容はホームページを案内し、チラシの内容は
もっとキャッチーにするべきである。【内容】
③診断書が医師によるものであるならば、その点を明確
にした方がよい。【書類】
①テレビのコマーシャルのように。せっかく書いたのに
読まない。【内容】
②高齢者向けにしては１枚の割に情報量多い。【内容】

・要件を満たす⇒下記要件を満たすの方がどの要件を指
しているのか分かるため、丁寧だと思う。【要件】
・「属する」は日常生活では使わない。【要件】
・「傷病」は正しい表現なのか。後遺症のように捉えて
しまうため、明確に内容を書いた方がよい。【要件】
・「負担」ではなく、「出している」の方がよい【注】
・「世帯員の被保険者の収入が高い場合」が分かりづら
い。主たる生計維持者以外の○○のようにした方がよ
い。【内容】
・「ただし書」部分は全部よくわからない。【注】
・条例名称が分かりづらい。途中で「の」が入っていれ
ば意味が分かるが。【例】
・全体的に高齢者にとって分かりづらい。区の人は分か
るのだろうけど。「被保険者」とか「主たる生計維持
者」とか一般の人には分からない。【内容】
・できれば字を少なく大きくする方がよい。キーポイン
トは抑えた上で。【内容】
・専門家向けの文書に感じる。【内容】
・読みたくないデザインに感じる。この書類は読みたい
と思わない。【内容】
・まずは強調した明確なタイトルを。【タイトル】
・工夫の余地があると思う。【内容】

・文書を作成するに当たっては、表現の良し悪しと論理
性（矛盾していないかどうか）が大事
・受けてしだいで変わってしまうため、作り手が意識す
る必要がある。
・区の文書で「です・ます調」と「である調」の使い分
けのルールが区であるのか気になる。
・赤坂は特に高齢者が多い。工夫してほしい。
・紙とデジタルどっちかではなく、どっちも考える必要
がある。

Ｆ町会

・「企業は人なり」、人を教育していく必要がある。期
待しています。
・港区だけでなく企業にも。部署を新設して取り組む姿
勢は素晴らしい。
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町会・自治会インタビュー調査結果（令和４年度）

町会・自治会名

取組について

対象文書について

その他

・タイトルはキャッチフレーズにし、ゴシック体で大き
く書く。「後期高齢者医療保険料の減免について」と
か。【タイトル】
・「～の書き方」や「～のご案内」といったタイトルで
シンプルにした方がよいと思う。【タイトル】
・図解（フロー図）を入れて作成するとよい。【内容】
・文字が小さいと読むのをやめてしまう。大きい方が申
請する気持ちになる。【内容】
・「ご不明な点～～」の表記はいらない。下に問合せ先
があるから分かるはず。【内容】
・「同感染症」はいらない。【※２】
・「ください」は使わない方がよい。公用文ベースの文
書であれば、それはそれで統一する。【※２】
・「～の観点から」もいらない。単に、郵送にて行うで
よい。【留意事項】
・「還付される」と、受け手の立場に立って表現すると
よい。【留意事項】
・「いたします」上からの表現に感じる。【留意事項】
・全体として、シンプルに書くように。【内容】
・必要書類の「申請書」は共通のため、外に出してよ
い。【内容】
・量が多すぎて何をすればよいのか分からない。【内
容】
・「３分勝負」。忙しくても読めるように。【内容】

・昔から役所の文書は読みにくく、「単語」が数行にわ
たって繰り返されていく。呼びかけのような言葉使いで
記すとよい。
・何が書いてあるかも分からず、途中で読むのをあきら
めてしまう。

Ｈ町会

・読みにくいという状況に気づいてもらえてよかった。

Ｇ町会

・共同研究では、大学の教授ではなく、学校の先生とか
をメンバーに入れた方が分かりやすくなるのでは。
・色々な意見をまとめるのは大変だけど、頑張って。

・全然分からない。何度も読まないといけない。【内
容】
・タイトルからは条件は外すべき。「新型コロナウイル
ス感染症による後期高齢者～～」など。【タイトル】
・「主たる生計維持者」は、区民は使わない。【内容】
・「世帯の方」は分からない。【内容】
・まず何が言いたいのか。その後に条件を記載するよう
に。【タイトル】
・例外の話は問い合わせるように記載した方がよい。全
部書くのではなく。【内容】
・表面を読んで記載例をみても、申請者＝世帯主？と
思ってしまう。書く情報としては、上から世帯主を書く
ような様式が望ましい。【内容】
・「被保険者」が誰か分からない。【内容】
・※２について、診断書でコロナと分からないのに、な
ぜ領収書とかで分かるケースが書かれているのか。こう
いうのは問合せで対応することでよいと思う。【内容】
・細かい部分は問合せか欄外に記載する方がよい。【内
容】
・１０人のうち、１人が対象となるような例外は問合せ
や欄外にした方がよいと思う。【内容】
・タイトルが一番目を引かないといけない。【タイト
ル】
・難しすぎて情報が入ってこない。【内容】
・この文書はめんどくさい。【内容】

・区の人が頭が良すぎる。義務教育でも分かる内容にし
てほしい。
・「推進」等、流して読めなば何となく分かるが、フッ
と止まったときに分からなくなる。簡単な表現にしてほ
しい。
・見出しは単純にした方がよい。
・読まれるようにするには情報量を減らすべき。
・区からのものを全部読むことはない。利益になるもの
（無料、補助、減免等）は目がいく。
・メールやネットでなるべく情報をとるようにしてい
る。
・全てに浸透させると改善されていく。
・郵送の部分「原則」はいらない。単に「郵送」で。
「原則」は区の事情
・留意事項は下でよい。
・区役所の中では難しく。外に出すときはやさしく。
・１０人中８人をとるのか、２人もとるのか。大多数に
分かるようにして、分からなければ問合せの方が、大多
数にとってよい。

Ｉ町会

②独特な言い方だと、サッと読んでも分からない。法律
の文章の解釈がそもそも分からない。
②専門用語が入ると意味が分からない。個々の意味が分
からないから。
②分かりづらい文章だと、翻訳したら意味が異なる場合
がある。

②記入例のところ、後期高齢者は単身又は夫婦の世帯が
多い。ほとんどが単身だと思っている。【例】
②「重篤」という言葉自体が不明。一般的に言うなら
「重症」ではないか。【内容】
②「主たる生計維持者」は一般的でない。【内容】
②「死亡」と「亡くなったを統一した方がよい。【内
容】
①詳細な部分まで書く必要はあるが、ただ多くなると読
まない可能性がある。【内容】
③とにかく表題が長ったらしい。他はそんなに気になら
なかった。【タイトル】
①丁寧な言い方は無理に使わない。「おくすり」とか
「ご両親」とか、「お」や「ご」があると意味が分から
なくなる。【内容】
①フォントもこれでよいのか…一回やってみて、ダメな
ら変えるのもありだと思う。【内容】
②文字だけだと読まなくなる。【内容】
①色を使うのはいいけど、緑が適切なのかどうか。【内
容】
②得になるものは読む。【内容】
③留意事項は書かずに、問合せで良い気がする。【内
容】
②来て聞いてくれと案内する。【内容】
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町会・自治会インタビュー調査結果（令和４年度）

町会・自治会名

取組について

対象文書について

その他

②字が小さいし、文字が多い。
②「診断書等は１枚で」とあるが、医療機関が複数の場
合は複数枚必要にならないのかどうか。
②色覚異常の方を考え、緑はよくない。
②絵があれば、補助となり理解を進めてくれる。
②用語自体に違和感はないが、親世代が読めるか。
③絵を入れるのは大切。文字だけでは読んでいても分か
りづらい。
③診断書が出ていてもコロナの診断が出ているのか分か
らない。最初から明細も対象にすればよいと思う。
③場合分けはせず、簡潔にした方がよい。見て読みたく
ならない。
①記入例は分かりやすい。
③書き方の例を出すのは良い。
①この減免が１回なのか、継続なのか分からない。
①③重篤や傷病は一般的には使わない。
②記入例下部の記入不要の記載はいらない。
③自分にプラスなら興味をもつ。見出しで興味を引くよ
うに、情報発信を段階的に行うべき。
②分かりづらい文書によって、区が減免をさせないよう
にしているように感じてしまう。
②ＵＤはごちゃごちゃになる。より大きく表示するべ
き。
②読む気が起きないと申請に間に合わないケースが発生
すると思う。

②区が何回も同じ書類を送ってくるのはなぜか。
①マイナンバーの対応も全然分からない。
③マイナンバーについては、申請で余計な金がかかっ
た。誰にでも情報がいくようなしっかりとした案内をし
てほしい。
②運河のライトアップを止めていることについても、状
況を知らない人には理由が伝わっていない。

Ｋ町会

①若い人の意見を聞いた方がよい。
①取組をやっていることを知らない。町会ごとや学校単
位で啓発すると意見が出ると思う。

Ｊ町会

③区の文書で問合せ先がないことがある。
①新聞をとっていないと、広報を入手できる場所が限ら
れる。情報の入手源を拡大する必要がある。全戸配布に
するとか。
②該当するものなのかだけを見ている。内容（概要）と
対象
②月１回大量に送られてきているものを、捨てることも
ある。ムダにならないようにするため、改善に取り組ん
でいくほしい。
③ＱＲコードで詳しい内容をとばしたとしても、使える
人だけとは限らない。
①「作った課⇒チェックを行う別の課⇒作った課」のよ
うな体制があると良いと思う。

②なんで始めたのか。今のままでも良い気がする。
②区が取り組み、より良いものになるならよい。
②基礎に立ち返るのはよいこと、障害者に分かりやすく
なるようにどうするとよいか考えてほしい。

①字数が多い。読むよりも問い合わせて聞いた方が早
い。【内容】
①文字が小さい。【タイトル】
①単語の意味が難しい。【内容】
①申請に手間がかかるならやめておこうかなと思う。
【内容】
①分かった人だけが申請できる（得する）気がする。
【内容】
②記入例があれば十分伝わる文書ではある。【内容】
②教授は偏った意見、ありきたりな意見になりがち。
【内容】
②もうちょっとコンパクトに。字数が多い。【内容】
③内容が多いと分かりづらい。【内容】
③見出しは小さいと感じるけど、チラシじゃないからと
も思う。【タイトル】
①見出しがとても長い。「、」が入ることは通常ない。
【タイトル】

③絵を使った方が分かりやすい。
③ＱＲコードを入れる。その他は図解すると良い。
②まずタイトルを全面的に大きく、目に留まるものにす
るとよい。
②生計維持者とかは、一言で分かるような表現に。
③文章だけだと読まない。
②図解があると分かりやすい。
③情報が多すぎるため、ポイントを絞った方が良い。

①コロナのワクチン接種等は、紙ベースではなく、口コ
ミの方が多い。
②広報みなとは、すごく読む人がいるが、全く読まない
人もいる。興味の有無かもしれないが、欲している情報
がすぐ分かるようにすると良い。
②区役所として、いかに区民と接する場（区民から意見
を聞く場）を作るかが大事。区役所に来れば教えるスタ
ンスではよくない。
③観光客にも分かるように、ピクトグラムを使うと良
い。

Ｌ自治会
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町会・自治会インタビュー調査結果（令和４年度）

町会・自治会名

取組について

対象文書について

その他

Ｎ自治会

①取組は大賛成。組織を作るのも良いこと。

②字が小さい。書き方や問合せがあるが、そもそもどこ
で入手できるか分からない。
①対象者がわからない。～～様へとタイトルよりも上に
あると良い。
①タイトルの「主たる～世帯の方」は重複しているため
いらない。
①要件が大事なのに、強調されていない。要件をみて、
そもそも外れていればもう読まない。
①※や注）については、一番下等にまとめ、ですますを
使わない方がよい。
①※２の「診断書等は、」等は診断書のことの※のた
め、書く必要がない。
①「同世帯で２人～構いません。」は説明になっていな
いのでいらない。
①「原則郵送」については、区の都合であって、相手方
にとってやさしいものではない。
②亡くなったと重篤の２パターンあるが、色で分けた方
がよい。
②詐欺の部分はもっと強調してほしい。
①被保険者は、言葉として分かりづらい。
①氏名欄が小さい。
②記入例の吹き出しを文章に被せる必要がない。
①入口はキャッチコピーのように目を引くように。
②高齢者でも他の人のスマホで見ることも可能なため、
ＱＲコードは年齢にかかわらず入れるとよい。

①記入例は一回担当者が書いてみるべき。そうすると、
サイズ感などがイメージしやすい。欄は大きめに書きや
すくするとよい。
①保守的なためこのような文書になる。内容を加えるけ
ど、削ることはしない。前任者から引き継ぐため削るこ
とは極力避けるようになっていると思う。
①自治会の郵便物は送っただけの言い訳。世帯数が多い
とさばけない。区の方で取捨選択するようにしてほし
い。
①必要部数はあらかじめ確認してほしい。
①ホームページ上に「自治会宛て一式」のようなページ
を作ってほしい。そこを案内すればよくなる。
①②掲示物は、Ａサイズで統一してほしい。

Ｍ自治会

・趣旨は良いと思う。
・行政文書は前任者からの前例踏襲が多い。
・変えるのは大変だと思うが、職員がどう思うか。人員
面での改革も必要に感じる。

・対象者が特定されている場合はその人が分かりやすい
ように作る必要がある。
・タイトルは「世帯主～減免される可能性があります
よ」のように、まずは対象者の目に付くようなタイトル
であるべき。ポスターの標語のように。
・細かい文書は、まず読まない。
・見出しを工夫すれば読んでもらえる。
・記入例は良い。
・「主たる生計維持者」ではなく、「世帯主」を使う等
一般的な単語を使うのが良い。
・注）は、苦情につながるため必要なんだとは思うが、
単語は分かりやすく記載する方が良い。
・限られたサイズに盛りだくさんの内容を記載するので
はなく、書くべき内容を記載するようにすべき。
・詳細は問い合わせるようにする方がよい。
・

・行政文書は文書構成が似たものが多いため、対象者に
応じて作成した方がよい。
・自治会のポスターも数多く見られていない。情報量が
多いため、作成に当たっては工夫している。
・ＰＴＡに所属しているならそこに発信する方がよい
が、受け手の準備も必要になってくる。区と接すると良
いことがあると実感してもらうことが、この取組には必
要ではないか。
・対象者ごとのフォーマットを確立するのがよい。色や
構成で。そうすると、区民も一目でどのような種類の文
書かどうか分かるようになる。全員・高齢者・子ども等
の区分けで。
・若い人には若い人向けの言葉づかいをしたり、ホーム
ページに誘導したりするなどの対応をした方がよい。
・支所制で区が身近になった。行政文書も地域に身近な
ものになるとよいと思う。そうすることで根付いてい
く。
・世代によって情報の入手方法が異なるため、受ける側
の取得しやすい情報の構築も必要

Ｏ町会

②すごく良い取組だと思うが区全体として取り組んでく
れるものになるのか。所管だけではなく、大変だと思う
が、区全体で取り組んでほしい。

①見出しが長すぎるので、もっとシンプルで良いと思
う。具体的には「により主たる生計維持者が亡くなっ
た、重篤な傷病を負った世帯の」は不要
①もし長くしたいのであれば、「要件」の内容を見出し
に持ってくる方がよいのではないか。
③見出しはシンプルで端的なものとしなければ内容が
入ってこない。
②なぜ注意書の部分が小さくなるのか。小さいと隠した
い内容だと思い、区は申請してほしくないのではないか
と思ってしまう。
②注意書の文書が長すぎる。短文にするか、箇条書きに
すべき。
②注意書に色々書き過ぎ。原則だけ書いて、その他は問
合せをするような書き方でよいと思う。
③なぜ重要な部分に緑を用いたのか。色覚異常の方には
見えづらい色である。詐欺等に関する注意喚起の部分に
ついても、黄色で下線を引いたのでは見えづらい。
④「同世帯で２人以上の方が申請される場合、診断書等
は１枚で構いません」とはどういう意味か。
②「等」が多い。「約」と「程度」が重複している。
②「１か月以上」とは、何日を想定しているのか。
②この申請はいつからいつまでの内容に関するものなの
か、正確に分からない。
④７５歳以上を対象にした文書であるならば、字が小さ
すぎる。
③細かいことだが、問合せの「２６５４～２６５９」の
表記も若い人には意味が伝わらないかも。
③これが実際に送付されているものであることに驚い
た。この調査のために区が作成したものだと思った。
②この文書に対して色々な意見が出るので、作成した課
は色々なことを検討したのかと疑問に思ってしまう。
①区からの文書は、法律や条例に基づいた文書であるか
ら、当然これに習った文書で作成されているものとして
今まで読んできた。
②読まれるに文書とするのであれば、見出しと対象者を
一番重視して大きく記載するべき。その上で、自分が対
象で手続したいと思えば、読もうとするし、分からなけ
れば問合せしようと思う。
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　Ａ町会【芝地区】

　令和５年５月３０日（火）１０時３０分～１１時
　＠Ａ町会集会室
　
　　　　　　　　　　　　　　　①１回目の調査　　 　　 　参加 ／  不参加
　
　Ａさん【男性 ５０代】　 　　②シンポジウム　　 　　 　 参加 ／ 不参加

　　　　　　　　　　　　　　　③シンポジウムの動画      視聴済 ／ 未視聴
　
　　　　　　　　　　　　　　　①１回目の調査　　 　　 　参加 ／  不参加
　
　Ｂさん【男性 ６０代】　 　　②シンポジウム　　 　　 　 参加 ／ 不参加

　　　　　　　　　　　　　　　③シンポジウムの動画      視聴済 ／ 未視聴
　
　　　　　　　　　　　　　　　①１回目の調査　　 　　 　 参加 ／ 不参加
　
　Ｃさん【女性 ６０代】　 　　②シンポジウム　　 　　 　 参加 ／ 不参加

　　　　　　　　　　　　　　　③シンポジウムの動画      視聴済 ／ 未視聴

【文書Ｂ（改善後の文書）に関する意見】

質問事項 回答者

Ａさん

Ｂさん

Ｃさん

質問事項 回答者

Ａさん

Ｂさん

Ｃさん

Ａさん

Ｂさん

Ｃさん

【文書Ａ（改善前の文書）と文書Ｂ（改善後の文書）を比較した意見】

質問事項 回答者

Ａさん

Ｂさん

Ｃさん

質問事項 回答者
文書Ａ
ｏｒ

文書Ｂ
理　　由

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ｃさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ｃさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ｃさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ｃさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ｃさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ｃさん 文書Ｂ ‐

質問事項 回答者

Ａさん

Ｂさん

Ｃさん
・書類を送っても手戻りがあったりすると手間がかかってしまう。一回で完結する方がいい。
・ＨＰについて、事業者向け、区民向けと、対象者で切り分けて作る方がよいと思う。

　文章が読みやすいのは？

　情報量が適切だと感じるのは？

　レイアウト等の見た目が良いのは？

　読みたいと思うのは？

　全体として良いと感じるのは？

　その他で思ったことや感じたことは？

-

　この文書の内容で、もっとこのようにした方が
　良いと思う点は？

　２つの文書を比較して思ったことや感じたことは？

-

　伝えたい内容や重要な内容が分かりやすいのは？

-

内　　容

・Ｂの電話で先に確認するというスタンスはとてもよい。
・Ｂであれば、下まで読んで申請しようかと思えるが、Ａだと申請までたどり着けない人が多いと思う。
・まずはＢで対象者をキャッチして、Ａの文章に進むとスムーズであるし、効率的になると思う。

・区役所がどのようなスタンスで、ＡとＢを作成しているかが大事だと思う。
　入口でハードルを上げてしまうのが、自治体でよくやってしまうこと。
　そういう意味では、Ｂのような文書を作成していく方がよい。
・ＡとＢでは読み手に取ってもらう行動が違うので、目的が違う。
　Ａは「こういう手続をしてください。」、Ｂは「分からなかったら来てください。」というものだと思
　う。

内　　容

-

・円滑なやり取りのため、問合せした方の情報を区ですぐに確認できるよう「手元に保険証等を用意し、
　電話してください。」等の文言を入れた方がいいのではないか。

・重複している部分や区役所口調のような部分がまだあるので、ここを修正すればもう少し文章量を減らす
　ことができると思う。

　この文書が一番伝えたいことは何だと思うか？

町会・自治会インタビュー調査結果（令和５年度）

町会・自治会名

日時

内　　容

・区役所が作ったものにしては、シンプルでよい。
・お年寄りが見てもらえるような文書になっていると思う。

　この文書を見て思ったことや感じたことは？

インタビュー回答者

・いきいきプラザにあるパンフレットは誰が対象者かわからないものが多いので、その点この文書は対象者
　が明確でよい。

・区がどのようなスタンスでこのような文書を作成したのか気になった。

　保険料が免除されるかもしれない。

　保険料が免除されるかもしれない。

内　　容

　７５歳以上が対象者である。
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　Ｂ町会【芝地区】

　６月１３日（火）１１時～１１時３０分
　＠芝地区総合支所２階会議室
　
　　　　　　　　　　　　　　　①１回目の調査　　 　　 　参加 ／  不参加
　
　Ａさん【男性 ５０代】　 　　②シンポジウム　　 　　 　 参加 ／ 不参加

　　　　　　　　　　　　　　　③シンポジウムの動画      視聴済 ／ 未視聴
　
　　　　　　　　　　　　　　　①１回目の調査　　 　　 　参加 ／  不参加
　
　Ｂさん【男性 ８０代】　 　　②シンポジウム　　 　　 　参加 ／  不参加

　　　　　　　　　　　　　　　③シンポジウムの動画      視聴済 ／ 未視聴
　
　　　　　　　　　　　　　　　①１回目の調査　　 　　 　参加 ／  不参加
　
　Ｃさん【男性 ７０代】　 　　②シンポジウム　　 　　 　 参加 ／ 不参加

　　　　　　　　　　　　　　　③シンポジウムの動画      視聴済 ／ 未視聴

【文書Ｂ（改善後の文書）に関する意見】

質問事項 回答者

Ａさん

Ｂさん

Ｃさん

質問事項 回答者

Ａさん

Ｂさん

Ｃさん

Ａさん

Ｂさん

Ｃさん

【文書Ａ（改善前の文書）と文書Ｂ（改善後の文書）を比較した意見】

質問事項 回答者

Ａさん

Ｂさん

Ｃさん

質問事項 回答者
文書Ａ
ｏｒ

文書Ｂ
理　　由

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ｃさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ｃさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ｃさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ｃさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ｃさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ｃさん 文書Ｂ ‐

質問事項 回答者

Ａさん

Ｂさん

Ｃさん

　その他で思ったことや感じたことは？

‐

・シンポジウムに参加して、こういう視点でものごとを考えるのかととても勉強になった。

・興味を持たせることがまず大事なことだと思う。

　文章が読みやすいのは？

　情報量が適切だと感じるのは？

　レイアウト等の見た目が良いのは？

　読みたいと思うのは？

　全体として良いと感じるのは？

内　　容

　伝えたい内容や重要な内容が分かりやすいのは？

内　　容

　この文書が一番伝えたいことは何だと思うか？

　保険料が免除されるかもしれない。

　保険料が免除されるかもしれない。

　保険料が免除されるかもしれない。

　この文書の内容で、もっとこのようにした方が
　良いと思う点は？

・「免除」の部分を少し強調した方がいい。
・電話対応が可能な時間等を記載した方がいい。

・「免除」の部分を少し強調した方がいい。
・連絡方法の表記については、間違いが起きないように、代表一つだけでもいいのではないか。

・「免除」の部分を少し強調した方がいい。
・「～の免除について」という件名を最初に持ってきた方がよい。

内　　容

　２つの文書を比較して思ったことや感じたことは？

・内容はともかく、町会で文書Ａを回覧しても読まない。文書Ｂであれば読まれると思う。

・文書Ａははっきり言って読まない。最低でも１２ポイントくらいではないと見えない。

・キャッチコピーとして文書Ｂを使用して、その後、文書Ａを使用するのがいいと思う。

　この文書を見て思ったことや感じたことは？

・伝えたいことがボケているように感じて、伝えたいことが分かりづらい。

・「一定の障害」の内容が分からない。説明があった方がよい。
・「免除されるかもしれません。」はっきり言わないと、期待を持たせてしまうことがある。
・はっきりしないので、見る気がしない。

・「～かもしれません」との表現は不明確なのでよくない。

町会・自治会インタビュー調査結果（令和５年度）

町会・自治会名

日時及び場所

インタビュー回答者

内　　容
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　Ｃ町会【芝地区】

　６月２日（金）１４時３０分～１５時
　＠Ｃ町会指定場所
　
　　　　　　　　　　　　　　　①１回目の調査　　 　　 　参加 ／  不参加
　
　Ａさん【女性 ７０代】　 　　②シンポジウム　　 　　 　 参加 ／ 不参加

　　　　　　　　　　　　　　　③シンポジウムの動画      視聴済 ／ 未視聴　
　　　　　　　　　　　　　　　①１回目の調査　　 　　 　参加 ／  不参加
　
　Ｂさん【男性 ７０代】　 　　②シンポジウム　　 　　 　 参加 ／ 不参加

　　　　　　　　　　　　　　　③シンポジウムの動画      視聴済 ／ 未視聴　
　　　　　　　　　　　　　　　①１回目の調査　　 　　 　 参加 ／ 不参加
　
　Ｃさん【男性 ８０代】　 　　②シンポジウム　　 　　 　 参加 ／ 不参加

　　　　　　　　　　　　　　　③シンポジウムの動画      視聴済 ／ 未視聴　
　　　　　　　　　　　　　　　①１回目の調査　　 　　 　 参加 ／ 不参加
　
　Ｄさん【女性 ８０代】　 　　②シンポジウム　　 　　 　 参加 ／ 不参加

　　　　　　　　　　　　　　　③シンポジウムの動画      視聴済 ／ 未視聴

【文書Ｂ（改善後の文書）に関する意見】

質問事項 回答者

Ａさん

Ｂさん

Ｃさん

Ｄさん

質問事項 回答者

Ａさん

Ｂさん

Ｃさん

Ｄさん

Ａさん

Ｂさん

Ｃさん

Ｄさん

【文書Ａ（改善前の文書）と文書Ｂ（改善後の文書）を比較した意見】

質問事項 回答者

Ａさん

Ｂさん

Ｃさん

Ｄさん

質問事項 回答者
文書Ａ
ｏｒ

文書Ｂ
理　　由

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ｃさん 文書Ｂ ‐

Ｄさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ｃさん 文書Ｂ ‐

Ｄさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ｃさん 文書Ｂ ‐

Ｄさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ｃさん 文書Ｂ ‐

Ｄさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ｃさん 文書Ｂ ‐

Ｄさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ｃさん 文書Ｂ ‐

Ｄさん 文書Ｂ -

質問事項 回答者

Ａさん

Ｂさん

Ｃさん

Ｄさん

　この文書を見て思ったことや感じたことは？

・「１か月以上」や「かもしれません」とあやふやな表現があり、大体の人は申請を断念すると思う。
・内容としては分かるので、形としては大丈夫だと思う。
・申請者が分かりづらい。

・「かもしれません」との表現は不適切だと思う。

‐

町会・自治会インタビュー調査結果（令和５年度）

町会・自治会名

日時及び場所

インタビュー回答者

内　　容

・この文書に関連する情報（医療機関の案内）が少ないと思う。

内　　容

　保険料が免除されるかもしれない。

　保険料が免除されるかもしれない。

　保険料が免除されるかもしれない。

　この文書の内容で、もっとこのようにした方が
　良いと思う点は？

・「電話による場合」との記載場所には組織名があった方がよい。

‐

・「電話による場合」との記載場所には組織名があった方がよい。

　この文書が一番伝えたいことは何だと思うか？

　保険料が免除されるかもしれない。

・お気軽に相談くださいとの表現をもっと前面に出す方が高齢者にはよい（行けば何とかなると思う。）。

・区がこのように改善を考えてくれることはありがたい。

　伝えたい内容や重要な内容が分かりやすいのは？

内　　容

　文章が読みやすいのは？

　情報量が適切だと感じるのは？

　レイアウト等の見た目が良いのは？

　読みたいと思うのは？

　全体として良いと感じるのは？

　その他で思ったことや感じたことは？

・内容は分かるけど、制度が難しい。７５歳以上に人が申請できるのか？

‐

‐

内　　容

　２つの文書を比較して思ったことや感じたことは？

‐

‐

・文書Ａは細かすぎて読めない。
・比較すると文書Ｂは読みやすい。

・仮に文書Ａの内容とするのであれば、字を大きくして２枚で作成すべき。
・比較すると文書Ｂは読みやすい。
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　Ｄ町会【麻布地区】

　６月１４日（月）１０時～１１時
　＠麻布地区総合支所３階第１会議室
　
　　　　　　　　　　　　　　　①１回目の調査　　 　　 　参加 ／  不参加
　
　Ａさん【男性 ６５代】　 　　②シンポジウム　　 　　 　 参加 ／ 不参加

　　　　　　　　　　　　　　　③シンポジウムの動画      視聴済 ／ 未視聴

【文書Ｂ（改善後の文書）に関する意見】

質問事項 回答者

　この文書を見て思ったことや感じたことは？ Ａさん

質問事項 回答者

　この文書が一番伝えたいことは何だと思うか？ Ａさん

　この文書の内容で、もっとこのようにした方が
　良いと思う点は？

Ａさん

【文書Ａ（改善前の文書）と文書Ｂ（改善後の文書）を比較した意見】

質問事項 回答者

　２つの文書を比較して思ったことや感じたことは？ Ａさん

質問事項 回答者
文書Ａ
ｏｒ

文書Ｂ
理　　由

　伝えたい内容や重要な内容が分かりやすいのは？ Ａさん 文書Ｂ ‐

　文章が読みやすいのは？ Ａさん 文書Ｂ ‐

　情報量が適切だと感じるのは？ Ａさん 文書Ｂ ‐

　レイアウト等の見た目が良いのは？ Ａさん 文書Ｂ ‐

　読みたいと思うのは？ Ａさん 文書Ｂ ‐

　全体として良いと感じるのは？ Ａさん 文書Ｂ ‐

質問事項 回答者

　その他で思ったことや感じたことは？ Ａさん ‐

内　　容

　保険料が免除されるかもしれない。

・免除される金額や免除される期間が記載されていると食いつきが良いと思う

内　　容

・文書Ａは７５歳以上の人は間違いなく見ない。文書Ｂであれば見ると思う。
・文書Ａは初めから見るのをあきらめるので、問合せもしないと思う。

内　　容

・何が読み手の得となるのか分かりづらい。
・「７５歳以上」と「主な収入を支えていた」というつながりが分かりづらい。
・この内容でも７５歳以上には分からないのではないか。

町会・自治会インタビュー調査結果（令和５年度）

町会・自治会名

日時及び場所

インタビュー回答者

内　　容
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　Ｅ町会【麻布地区】

　令和５年６月１２日（月）１０時～１０時３０分
　＠麻布支所３階第１会議室
　
　　　　　　　　　　　　　　　①１回目の調査　　 　　 　参加 ／  不参加
　
　Ａさん【男性 ７０代】　 　　②シンポジウム　　 　　 　 参加 ／ 不参加

　　　　　　　　　　　　　　　③シンポジウムの動画      視聴済 ／ 未視聴
　
　　　　　　　　　　　　　　　①１回目の調査　　 　　 　 参加 ／ 不参加
　
　Ｂさん【男性 ８０代】　 　　②シンポジウム　　 　　 　 参加 ／ 不参加

　　　　　　　　　　　　　　　③シンポジウムの動画      視聴済 ／ 未視聴

【文書Ｂ（改善後の文書）に関する意見】

質問事項 回答者

Ａさん

Ｂさん

質問事項 回答者

Ａさん

Ｂさん

Ｂさん

【文書Ａ（改善前の文書）と文書Ｂ（改善後の文書）を比較した意見】

質問事項 回答者

Ａさん

Ｂさん

質問事項 回答者
文書Ａ
ｏｒ

文書Ｂ
理　　由

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

質問事項 回答者

Ａさん

Ｂさん

　その他で思ったことや感じたことは？

・新聞でも、見出しを見て読者はその後も読むかどうか判断するので、見出しは重要である。
・高齢者に対して、伝える文章を作成することは難しいと思う。
　まず、高齢者が読みたくなることからスタートする。
　そういう意味では、文書Ｂは苦労された結果が分かる。

・文書には、目に訴える色、図、表などがあるといい。

内　　容

　２つの文書を比較して思ったことや感じたことは？

‐

・文書Ａは文字が細かくて、高齢者の中には拒否反応が出る人もいると思う。
　全員が読んでほしいという趣旨では、文書Ｂがよい。
　この点、文書Ｂの裏面に、文書Ａの内容（詳細）を入れてもよいのでは。

　伝えたい内容や重要な内容が分かりやすいのは？

　文章が読みやすいのは？

　情報量が適切だと感じるのは？

　レイアウト等の見た目が良いのは？

　読みたいと思うのは？

　全体として良いと感じるのは？

内　　容

内　　容

　この文書が一番伝えたいことは何だと思うか？
　保険料が免除されるかもしれない。

　保険料が免除されるかもしれない。

　この文書の内容で、もっとこのようにした方が
　良いと思う点は？

Ａさん

・枠内の免除に関する内容を先に伝えた方がいいのではないか。
・「※ ６５歳から７４歳までの一定の障害がある方も含みます。」の部分は「※」で表記せずに、「対象
　者」という項目を置いて、・７５歳以上の方、65歳から74歳までで○○・・・と表記した方がいいのでは
　ないか。
・「※ 対象となるか～まずはご連絡ください。」とあるが、連絡した後のフローが載っていないので、
　その後の手続の流れを入れた方がいいのではないか。
・「７５歳以上（※）～」の「（※）」は外して、「※　６５歳から７４歳～も含みます。」は「※」を
　なくし、括弧書きにした方がいい。高齢者は、※でつまずいてしまう。

・文章中段に記載の①、②の文章の文字ポイントはもう少し大きい方がいい。
・連絡方法の表記は、代表一つだけでいいのではないか。４件書くとしても「０３ー３５７８」までは一緒
　なので、下４桁は並列表記にすればよいのではないか。

　この文書を見て思ったことや感じたことは？

・対象者が分かりやすい。
・最初に年齢を持っている必要はない。
・色分けして、強調したいことは赤字で表現しているのはよいと思う。

-

町会・自治会インタビュー調査結果（令和５年度）

町会・自治会名

日時及び場所

インタビュー回答者

内　　容
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　Ｆ町会【赤坂地区】

　令和５年５月１７日（水）１４時３０分～１５時
　＠赤坂地区総合支所２階小会議室
　
　　　　　　　　　　　　　　　①１回目の調査　　 　　 　参加 ／  不参加
　
　Ａさん【男性 ７０代】　 　　②シンポジウム　　 　　 　 参加 ／ 不参加

　　　　　　　　　　　　　　　③シンポジウムの動画      視聴済 ／ 未視聴

【文書Ｂ（改善後の文書）に関する意見】

質問事項 回答者

　この文書を見て思ったことや感じたことは？ Ａさん

質問事項 回答者

　この文書が一番伝えたいことは何だと思うか？ Ａさん

　この文書の内容で、もっとこのようにした方が
　良いと思う点は？

Ａさん

【文書Ａ（改善前の文書）と文書Ｂ（改善後の文書）を比較した意見】

質問事項 回答者

　２つの文書を比較して思ったことや感じたことは？ Ａさん

質問事項 回答者
文書Ａ
ｏｒ

文書Ｂ
理　　由

　伝えたい内容や重要な内容が分かりやすいのは？ Ａさん 文書Ｂ ‐

　文章が読みやすいのは？ Ａさん 文書Ｂ ‐

　情報量が適切だと感じるのは？ Ａさん 文書Ｂ ・Ａ４であれば文書Ｂ以上に少なくするのは難しいと思う。

　レイアウト等の見た目が良いのは？ Ａさん 文書Ｂ ・パっと見したときの関心の深さは、レイアウト及び色によると思う。

　読みたいと思うのは？ Ａさん 文書Ｂ ‐

　全体として良いと感じるのは？ Ａさん 文書Ｂ ‐

質問事項 回答者

　その他で思ったことや感じたことは？ Ａさん

・連絡をもらうことを前提とした文書は、ネガティブだと思う。
　文書によって程度の問題もあるが、簡単な内容で連絡を前提にした文書はかえって煩雑になる。

・見た目で関心を引くデザインが必要。港区の文書を見ると、本当にいろいろなことをやっている。
　それをゴミ箱直行というのは申し訳ない。だから、やるのであれば、見てもらえるようにとの姿勢
　を持っていてほしい。

・極端だが、紙はごみ箱直行になってしまう。この点、動画良い手法だと思う。

・小説だったら感情等もあるが、公的な文書は起承転結で、デザインを工夫することが良いと思う。
　必要な情報を漏らしてはいけないが、字は少ないに越したことがない。

内　　容

　収入を支えている家族がなくなったりしたときに、区が保険料を免除している。

・□囲み内に記載の「免除」のところだけにアンダーラインを引くのではなく、「後期高齢者医療
　保険料が「免除」されるかもしれません」にアンダーラインを引いた方が良い。

・起承転結をもっと重視するべきだと思う。

・「７５歳以上の方へ」というのはあくまで条件なので、□囲みの内容が目的なので、ここを先頭
　に持ってくるべき。

内　　容

・公的な表現方法は似ているが、文書Ｂは読みやすい。
・文書Ａは単純ではない。条件が色々あるので、二度読みする必要がある。
・条件の示し方は文書Ｂの方が文書Ａよりも分かりやすい。
・文書Ａは「～亡くなった、重篤な」という表現は良くない、字が小さい、情報量が多い、文章の
　構成も分かりづらい。
・文書Ａは見て複雑、文書Ｂは文字が少なく、文字の大きさも読みやすい。

内　　容

・全体的に読みやすい。

・「免除される『かもしれません』」のと言い方は、区の表現としては珍しい。
　→　ちょっとおかしいという気がする。普段慣れていないせいもあるが、不確かな言い方を公的
　　文書にするのはどうかなと思う。

・アンダーラインがあって、分かりやすい。

町会・自治会インタビュー調査結果（令和５年度）

町会・自治会名

日時及び場所

インタビュー回答者

内　　容
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　Ｇ自治会【赤坂地区】

　令和５年５月２２日（月）１５時１５分～１５時４５分
　＠赤坂地区総合支所２階中会議室
　
　　　　　　　　　　　　　　　①１回目の調査　　 　　 　参加 ／  不参加
　
　Ａさん【男性 ７０代】　 　　②シンポジウム　　 　　 　 参加 ／ 不参加

　　　　　　　　　　　　　　　③シンポジウムの動画      視聴済 ／ 未視聴

【文書Ｂ（改善後の文書）に関する意見】

質問事項 回答者

　この文書を見て思ったことや感じたことは？ Ａさん

質問事項 回答者

　この文書が一番伝えたいことは何だと思うか？ Ａさん

　この文書の内容で、もっとこのようにした方が
　良いと思う点は？

Ａさん

【文書Ａ（改善前の文書）と文書Ｂ（改善後の文書）を比較した意見】

質問事項 回答者

　２つの文書を比較して思ったことや感じたことは？ Ａさん

質問事項 回答者
文書Ａ
ｏｒ

文書Ｂ
理　　由

　伝えたい内容や重要な内容が分かりやすいのは？ Ａさん 文書Ｂ ‐

　文章が読みやすいのは？ Ａさん 文書Ｂ ‐

　情報量が適切だと感じるのは？ Ａさん 文書Ｂ ‐

　レイアウト等の見た目が良いのは？ Ａさん 文書Ｂ ‐

　読みたいと思うのは？ Ａさん 文書Ｂ ・字数としては文書Ｂの量が限界だと思う。

　全体として良いと感じるのは？ Ａさん 文書Ｂ ・文書Ｂの方が断然良い。

質問事項 回答者

　その他で思ったことや感じたことは？ Ａさん

・シンプルで分かりやすい。
・対象者に応じた字の大きさになっていてよい。
・対象者の表記も大きくて良い（自分に関係するかどうかの判断材料になる。）。

町会・自治会インタビュー調査結果（令和５年度）

町会・自治会名

日時及び場所

インタビュー回答者

内　　容

・「「免除」されるかもしれません」との表記は、区の文書であまり使わない表記だからこそ、目に
　止まって良いと思う。
・区役所内でやり取りなどをする文書と対区民に発信する文書は絶対使い分けた方が良い。
・区役所の文書は情報を載せすぎている。
・文書を作成する際は、掲示文書に限らず、送付文書もシンプルに作成するべき。

内　　容

　自分が対象だと思うなら、連絡して欲しい。

・「７５歳以上」の部分も赤で表現した方が良い。
・□囲みに記載の「免除」との表記は、重要な要素なのでもう少し強調した方が良いと思う。
・電話による場合の記載をもっと強調した方が良いと思う。

内　　容

・文書Ａは対象者がすぐ分からない。
・文書Ｂが１００点だとしたら、文書Ａは１０点くらい。

内　　容
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　Ｈ町会【赤坂地区】

　令和５年５月１８日（木）１１時～１１時３０分
　＠Ｈ町会指定場所
　
　　　　　　　　　　　　　　　①１回目の調査　　 　　 　参加 ／  不参加
　
　Ａさん【男性 ７０代】　 　　②シンポジウム　　 　　 　 参加 ／ 不参加

　　　　　　　　　　　　　　　③シンポジウムの動画      視聴済 ／ 未視聴

【文書Ｂ（改善後の文書）に関する意見】

質問事項 回答者

　この文書を見て思ったことや感じたことは？ Ａさん

質問事項 回答者

　この文書が一番伝えたいことは何だと思うか？ Ａさん

　この文書の内容で、もっとこのようにした方が
　良いと思う点は？

Ａさん

【文書Ａ（改善前の文書）と文書Ｂ（改善後の文書）を比較した意見】

質問事項 回答者

　２つの文書を比較して思ったことや感じたことは？ Ａさん

質問事項 回答者
文書Ａ
ｏｒ

文書Ｂ
理　　由

　伝えたい内容や重要な内容が分かりやすいのは？ Ａさん 文書Ｂ ‐

　文章が読みやすいのは？ Ａさん 文書Ｂ ‐

　情報量が適切だと感じるのは？ Ａさん 文書Ｂ ‐

　レイアウト等の見た目が良いのは？ Ａさん 文書Ｂ ‐

　読みたいと思うのは？ Ａさん 文書Ｂ ・対象者であれば読みたいと思うはず。

　全体として良いと感じるのは？ Ａさん 文書Ｂ ‐

質問事項 回答者

　その他で思ったことや感じたことは？ Ａさん

・シンプルで分かりやすい。

町会・自治会インタビュー調査結果（令和５年度）

町会・自治会名

日時及び場所

インタビュー回答者

内　　容

・電話番号は自動転送ではないの？自動転送であるなら他の番号の記載はいらない。
・７５歳以上の人は区役所に行けるのかな？
・区のシンボルマークを入れた方が、区の宣伝にもなるし、詐欺の文書とも区別できるのでは？

内　　容

内　　容

・文書Ｂだけでも良いけど、文書Ｂの裏面に文書Ａの内容がある構成にしてもいいかもしれない。

内　　容

　自分が対象だと思うなら、とりあえず連絡して欲しい（中段の※書きの部分）。

・「対象者」と「免除」の位置を逆にする（一番初めに「免除」に関することを記載する。）。
・□で囲った部分の初めの２行は、他の部分と重複しているので不要だと思う。
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　Ｉ町会【高輪地区】

　令和５年５月１７日（水）１４時３０分～１５時
　＠Ｉ町会会館
　
　　　　　　　　　　　　　　　①１回目の調査　　 　　 　参加 ／  不参加
　
　Ａさん【男性 ７０代】　 　　②シンポジウム　　 　　 　 参加 ／ 不参加

　　　　　　　　　　　　　　　③シンポジウムの動画      視聴済 ／ 未視聴
　
　　　　　　　　　　　　　　　①１回目の調査　　 　　 　 参加 ／ 不参加
　
　Ｂさん【男性 ７０代】　 　　②シンポジウム　　 　　 　 参加 ／ 不参加

　　　　　　　　　　　　　　　③シンポジウムの動画      視聴済 ／ 未視聴
　
　　　　　　　　　　　　　　　①１回目の調査　　 　　 　 参加 ／ 不参加
　
　Ｃさん【男性 ７０代】　 　　②シンポジウム　　 　　 　 参加 ／ 不参加

　　　　　　　　　　　　　　　③シンポジウムの動画      視聴済 ／ 未視聴

【文書Ｂ（改善後の文書）に関する意見】

質問事項 回答者

Ａさん

Ｂさん

Ｃさん

質問事項 回答者

Ａさん

Ｂさん

Ｃさん

Ａさん

Ｂさん

Ｃさん

【文書Ａ（改善前の文書）と文書Ｂ（改善後の文書）を比較した意見】

質問事項 回答者

Ａさん

Ｂさん

Ｃさん

質問事項 回答者
文書Ａ
ｏｒ

文書Ｂ
理　　由

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ｃさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ｃさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ｃさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ｃさん 文書Ｂ ・若い人は詳しく知りたいと思うかもしれないが、多くの人は文書Ｂを選択すると思う。

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ｃさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ｃさん 文書Ｂ ‐

質問事項 回答者

Ａさん

Ｂさん

Ｃさん

・文書Ａは読みにくい。

（文書Ａについて）
　・文書Ａは細かすぎて、読んでいて飽きるし、読む気がなくなる。
　・文書Ａは若い人なら分かるのかもしれないけど、高齢者には分からない。
　・文書Ａは試験問題みたい。

町会・自治会インタビュー調査結果（令和５年度）

　この文書を見て思ったことや感じたことは？

・読みやすい、見やすい
・一文が短くて簡潔で良い。

・見やすい。

・誰向けたものか分かりやすい。
・役所は内容が多く、くどい印象だが、この文書は読み手として要所が分かって良い。
・字の大きさが良い。

内　　容

インタビュー回答者

内　　容

・情報発信は、公平に全体向けになりがちだけど、シンプルが良い。

‐

・区は、日々の業務のことも考え、あまりこのような趣旨の文書を作成しないのでは？
・丁寧に対応してくれるなら、このようなものは良い。

　情報量が適切だと感じるのは？

　レイアウト等の見た目が良いのは？

　全体として良いと感じるのは？

　その他で思ったことや感じたことは？

　読みたいと思うのは？

　伝えたい内容や重要な内容が分かりやすいのは？

　文章が読みやすいのは？

町会・自治会名

日時及び場所

内　　容

　この文書が一番伝えたいことは何だと思うか？

　保険料が免除される可能性がある。

　保険料が免除される可能性がある。

　コロナの関係で保険料が免除される可能性があるので連絡ください。

　この文書の内容で、もっとこのようにした方が
　良いと思う点は？

　特になし。

・免除も赤字の方が良い。

　特になし。（連絡が欲しいとのスタンスであれば、この内容で良い。）

内　　容

　２つの文書を比較して思ったことや感じたことは？

・７５歳以上なら文書Ａはダメ。全く読めない。
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　Ｊ町会【高輪地区】

　令和５年６月７日（水）１０時～１０時３０分
　＠高輪地区総合支所４階災害対策本部室
　
　　　　　　　　　　　　　　　①１回目の調査　　 　　 　参加 ／  不参加
　
　Ａさん【男性 ８０代】　 　　②シンポジウム　　 　　 　 参加 ／ 不参加

　　　　　　　　　　　　　　　③シンポジウムの動画      視聴済 ／ 未視聴
　
　　　　　　　　　　　　　　　①１回目の調査　　 　　 　 参加 ／ 不参加
　
　Ｂさん【男性 ６０代】　 　　②シンポジウム　　 　　 　 参加 ／ 不参加

　　　　　　　　　　　　　　　③シンポジウムの動画      視聴済 ／ 未視聴

【文書Ｂ（改善後の文書）に関する意見】

質問事項 回答者

Ａさん

Ｂさん

質問事項 回答者

Ａさん

Ｂさん

Ｂさん

【文書Ａ（改善前の文書）と文書Ｂ（改善後の文書）を比較した意見】

質問事項 回答者

Ａさん

Ｂさん

質問事項 回答者
文書Ａ
ｏｒ

文書Ｂ
理　　由

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

質問事項 回答者

Ａさん

Ｂさん

　この文書を見て思ったことや感じたことは？

・「主な」の意味が分かりづらい。
・「かもしれません」は表現が曖昧である。

・いつ、誰からの発信されたものか分からない。
・電話がどこにつながるか不明確である。
・電話の受付時間や受付日が分からない。
・題名がない。

町会・自治会インタビュー調査結果（令和５年度）

町会・自治会名

日時及び場所

インタビュー回答者

内　　容

内　　容

　この文書が一番伝えたいことは何だと思うか？

　連絡して欲しいということ。

　保険料が免除される可能性がある。

　この文書の内容で、もっとこのようにした方が
　良いと思う点は？

Ａさん

・この文書が区のものであることが分かるように、区のシンボルマーク等を入れるべき。
・「連絡ください」とのことを伝えたいのであれば、大きくしたり、赤字にしたりするなどもっと強調して
　よいと思う。
・電話番号のところには所管名を入れた方がよい。

「○○の免除について」とのタイトルがあった方がよい。
・詐欺も多いから所管はしっかりと入れた方がよい。
・収入だけだと何か分からないので、「収入、年金等の」と修飾した方がよい。
・対象者は分かるが、何の制度か分からないので、制度内容が分かる記載があった方がよい。
　これはネット検索できるＵＲＬやＱＲコードでよい。

　その他で思ったことや感じたことは？

・文書Ａから見て文書Ｂはすごくよくなった。
・YouTubeをもっと活用した方がよい。

・この文書は掲示するものなのか、送付するものなのか。
　送付するものであれば、発信者は明確なので、この記載は必要ない。

内　　容

　２つの文書を比較して思ったことや感じたことは？

・文書Ｂは字が大きく、見やすい。
・文書Ａは誰も読まないと思う。

‐

　伝えたい内容や重要な内容が分かりやすいのは？

　文章が読みやすいのは？

　情報量が適切だと感じるのは？

　レイアウト等の見た目が良いのは？

　読みたいと思うのは？

　全体として良いと感じるのは？

内　　容
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　Ｋ町会【高輪地区】

　令和５年５月２２日（月）１４時３０分～１５時
　＠高輪地区総合支所４階打合せスペース
　
　　　　　　　　　　　　　　　①１回目の調査　　 　　 　 参加 ／ 不参加
　
　Ａさん【男性 ８０代】　 　　②シンポジウム　　 　　 　 参加 ／ 不参加

　　　　　　　　　　　　　　　③シンポジウムの動画      視聴済 ／ 未視聴

【文書Ｂ（改善後の文書）に関する意見】

質問事項 回答者

　この文書を見て思ったことや感じたことは？ Ａさん

質問事項 回答者

　この文書が一番伝えたいことは何だと思うか？ Ａさん

　この文書の内容で、もっとこのようにした方が
　良いと思う点は？

Ａさん

【文書Ａ（改善前の文書）と文書Ｂ（改善後の文書）を比較した意見】

質問事項 回答者

　２つの文書を比較して思ったことや感じたことは？ Ａさん

質問事項 回答者
文書Ａ
ｏｒ

文書Ｂ
理　　由

　伝えたい内容や重要な内容が分かりやすいのは？ Ａさん 文書Ｂ ‐

　文章が読みやすいのは？ Ａさん 文書Ｂ ‐

　情報量が適切だと感じるのは？ Ａさん 文書Ｂ ‐

　レイアウト等の見た目が良いのは？ Ａさん 文書Ｂ ‐

　読みたいと思うのは？ Ａさん 文書Ｂ ‐

　全体として良いと感じるのは？ Ａさん 文書Ｂ ‐

質問事項 回答者

　その他で思ったことや感じたことは？ Ａさん
・高齢者には、メールを使えない人もいるし、コロナによって対面が減ったがやはりメールよりも電話の
　方がいいと思う。
・メールよりも文書の方が必要。メールだと見ないし、埋もれてしまう。

内　　容

　保険料が免除される可能性がある。

・連絡方法のところが、ややこしく感じた。「対象となるか電話で確認させていただきますので、～」の
　文章が固く感じる。「～連絡してください。」くらいでよいと思う。

内　　容

・文書Ａの文章量は必要ない。
・文書Ｂの方が内容が分かるし、見やすい。
・文書Ｂにより連絡し、申請の手続において文書Ａを見ることがよいと思う。

内　　容

・電話番号は複数必要ないと思う。
・文書内容は特に問題ないと思うが、イラストがあった方がよいと思う。
・印象的には「免除されるかもしれません」よりも「免除される場合があります」の方がよいと思う。

町会・自治会インタビュー調査結果（令和５年度）

町会・自治会名

日時及び場所

インタビュー回答者

内　　容
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　Ｌ自治会【芝浦港南地区】

　６月１４日（水）１８時３０分～１９時３０分
　＠シティハイツ港南集会室
　
　　　　　　　　　　　　　　　①１回目の調査　　 　　 　参加 ／  不参加
　
　Ａさん【女性 ６０代】　 　　②シンポジウム　　 　　 　 参加 ／ 不参加

　　　　　　　　　　　　　　　③シンポジウムの動画      視聴済 ／ 未視聴　
　　　　　　　　　　　　　　　①１回目の調査　　 　　 　 参加 ／ 不参加
　
　Ｂさん【男性 ６０代】　 　　②シンポジウム　　 　　 　 参加 ／ 不参加

　　　　　　　　　　　　　　　③シンポジウムの動画      視聴済 ／ 未視聴　
　　　　　　　　　　　　　　　①１回目の調査　　 　　 　参加 ／  不参加
　
　Ｃさん【男性 ７０代】　 　　②シンポジウム　　 　　 　 参加 ／ 不参加

　　　　　　　　　　　　　　　③シンポジウムの動画      視聴済 ／ 未視聴　
　　　　　　　　　　　　　　　①１回目の調査　　 　　 　参加 ／  不参加
　
　Ｄさん【女性 ６０代】　 　　②シンポジウム　　 　　 　 参加 ／ 不参加

　　　　　　　　　　　　　　　③シンポジウムの動画      視聴済 ／ 未視聴

【文書Ｂ（改善後の文書）に関する意見】
質問事項 回答者

Ａさん

Ｂさん

Ｃさん

Ｄさん

質問事項 回答者

Ａさん

Ｂさん

Ｃさん

Ｄさん

Ａさん

Ｂさん

Ｃさん

Ｄさん

【文書Ａ（改善前の文書）と文書Ｂ（改善後の文書）を比較した意見】
質問事項 回答者

Ａさん

Ｂさん

Ｃさん

Ｄさん

質問事項 回答者
文書Ａ
ｏｒ

文書Ｂ
理　　由

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ｃさん 文書Ｂ ‐

Ｄさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ｃさん 文書Ｂ ‐

Ｄさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ｃさん 文書Ｂ ‐

Ｄさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ｃさん 文書Ｂ ‐

Ｄさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ｃさん 文書Ｂ ‐

Ｄさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ｃさん 文書Ｂ ‐

Ｄさん 文書Ｂ -

質問事項 回答者

Ａさん

Ｂさん

Ｃさん

Ｄさん

　その他で思ったことや感じたことは？

・区からの送付物には何枚も文書が入っているので読む気にならない。

‐

・掲載期間等が載っていない文書がよくあるが、新鮮さがなくなるので期間は記載した方がよい。

・区民への職員対応が一律となるよう、教育体制をしっかりしてほしい。

内　　容

　２つの文書を比較して思ったことや感じたことは？

・文書Ａは必要な情報、欲しい情報が見当たらず、埋もれている。
・文書Ａは記載例などに吹き出しがもっとあるとよい。

-

・文書Ｂのように簡素化している方がよい。

・文書Ａは読んでも申請するまでが大変である。
・「電話してください。」と電話番号を載せて、電話してもらうような流れになるようなさっぱりとした
　文書でよい（にして欲しい。）。

　伝えたい内容や重要な内容が分かりやすいのは？

　文章が読みやすいのは？

　情報量が適切だと感じるのは？

　レイアウト等の見た目が良いのは？

　読みたいと思うのは？

　全体として良いと感じるのは？

内　　容

内　　容

　この文書が一番伝えたいことは何だと思うか？

　保険料が免除されるかもしれない。

　保険料が免除されるかもしれない。

　保険料が免除されるかもしれない。

　保険料が免除されるかもしれない。

　この文書の内容で、もっとこのようにした方が
　良いと思う点は？

・この書類を発出している理由が分かるとよいと思う。

-

・作成日の記載はあった方がよい。

-

町会・自治会インタビュー調査結果（令和５年度）

町会・自治会名

日時及び場所

インタビュー回答者

内　　容

　この文書を見て思ったことや感じたことは？

・所属の名称について、課と係の間等にスペースがほしい。
・「免除されるかもしれません。」の「かもしれません」という表現が、減免をして欲しいのかスタンスが
　よく分からない。
・書類の出所が分からないので、詐欺のこともあるし、不安になる。

・働いている身からすると、標題はあった方がよいと思うし、誰からいつ発出された文書か分かった方が
　よいと思う。

・「～されるかもしれません。」というのが、曖昧な表現だと思う。
・字体について、ふちを赤くすると、アピール性が増すと思う。
・「一定の障害」がどういう範囲か分からない。

・詐欺も巧みになっているので、間違いなく区から発出された書類であるとの工夫が必要だと思う。
・７５歳以上に対する文書は多くあるので、まず何の文書なのか分かるとよい。
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　Ｍ自治会【芝浦港南地区】

　令和５年５月２９日（月）１３時～１３時３０分
　＠Ｍ自治会指定場所
　
　　　　　　　　　　　　　　　①１回目の調査　　 　　 　参加 ／  不参加
　
　Ａさん【男性 ５０代】　 　　②シンポジウム　　 　　 　 参加 ／ 不参加

　　　　　　　　　　　　　　　③シンポジウムの動画      視聴済 ／ 未視聴
　
　　　　　　　　　　　　　　　①１回目の調査　　 　　 　参加 ／  不参加
　
　Ｂさん【女性 ５０代】　 　　②シンポジウム　　 　　 　 参加 ／ 不参加

　　　　　　　　　　　　　　　③シンポジウムの動画      視聴済 ／ 未視聴

【文書Ｂ（改善後の文書）に関する意見】

質問事項 回答者

Ａさん

Ｂさん

質問事項 回答者

Ａさん

Ｂさん

Ｂさん

【文書Ａ（改善前の文書）と文書Ｂ（改善後の文書）を比較した意見】

質問事項 回答者

Ａさん

Ｂさん

質問事項 回答者
文書Ａ
ｏｒ

文書Ｂ
理　　由

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ・読まる文書にするときは「キャッチコピー（文書の最大のメリット）」が重要になる。

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

質問事項 回答者

Ａさん

Ｂさん

　この文書を見て思ったことや感じたことは？

・対象者が明確に分かる点がとても良い。
・全体としては内容は分かりやすい。

・区の文書の中では内容がすっきりしていて分かりやすい。

町会・自治会インタビュー調査結果（令和５年度）

町会・自治会名

日時及び場所

インタビュー回答者

内　　容

　伝えたい内容や重要な内容が分かりやすいのは？

内　　容

　この文書が一番伝えたいことは何だと思うか？
　問合せをすれば申請手続に移ることができる。

　色々分からない部分もあるけど、割り切って問合せして欲しい。

・お年寄りに「赤字」は見づらいので、避けた方がよい。
・Ａさん同様「連絡方法」は「お問合せ」に変更した方が良い。
・効果的なイラストをもっと入れた方が良い。その方が文書が親しみやすくなる。

　その他で思ったことや感じたことは？

・区の文書は保守的になりがちなので、不要な※書きが多い印象を受ける。
・前例踏襲で文書が作られることが多いのではないか。
・良い文書を作り出すためには専門部署や専門機関のチェックを通すことが必要なのではないか。
・用途によってどのような文書を作成するかはよく検討する必要がある。

‐

　この文書の内容で、もっとこのようにした方が
　良いと思う点は？

Ａさん

・「ご連絡ください」が５か所に記載されているので、重複は避け、まとめた方が良い。
　具体的には、□囲みの下にすぐ①②を記載し、その下に、「ご家庭の主な収入を支えていたご家族
　が、①又は②に当てはまる方は、ご連絡ください。」と記載すればよい。

・※書きは注釈のために使用するので、重要事項を強調する場合には使用しない。
　今回の場合は重複した表現を避けるために、カットすべき。

・※書きは注釈なので、他の文章とは区別し、体言止めにした方が良い。

・「ご家庭の主な収入を支えていたご家族」との記載について、「ご家庭の」と「ご家族」とは似た
　ような言葉なので、「ご家庭の」はカットして良いと思う。

・この文書で連絡方法を強調したいのは伝わるが、スペックが一般的な表記ではないのでかえって
　分かりづらくなっていると思う。
　「連絡方法」は「お問合せ」に変更し、そこに住所、部署、連絡先をまとめて記載し、場所は
　下部に配置した方が良い。

・電話と来所は並列ではない方が良い。来所は「なお書」など、例外として表記すべき。

・「記載内容にご不明な点がある場合は上記の電話番号にご連絡ください。」との部分は、「ご不明
　な点がある場合はお気軽にお問い合わせてください。」の方が印象的に良いと思う。

・「新型コロナウィルス感染症にかかってしまった」は重複した表現に感じるので、「新型コロナウィルス
に感染してしまった」の方が良いのではないか。

　文章が読みやすいのは？

　情報量が適切だと感じるのは？

　レイアウト等の見た目が良いのは？

　読みたいと思うのは？

　全体として良いと感じるのは？

内　　容

内　　容

　２つの文書を比較して思ったことや感じたことは？

・文書Ａに比べて文書Ｂはとても良くなった。
・文書Ａは細かな内容が多く、対象者も分かりづらいので、申請できるものだと変に期待をしてしま
　う。

‐
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　Ｎ町会【芝浦港南地区】

　６月１３日（火）１８時～１８時４５分
　＠Ｎ町会会館
　
　　　　　　　　　　　　　　　①１回目の調査　　 　　 　参加 ／  不参加
　
　Ａさん【男性 ６０代】　 　　②シンポジウム　　 　　 　 参加 ／ 不参加

　　　　　　　　　　　　　　　③シンポジウムの動画      視聴済 ／ 未視聴　
　　　　　　　　　　　　　　　①１回目の調査　　 　　 　参加 ／  不参加
　
　Ｂさん【男性 ７０代】　 　　②シンポジウム　　 　　 　 参加 ／ 不参加

　　　　　　　　　　　　　　　③シンポジウムの動画      視聴済 ／ 未視聴　
　　　　　　　　　　　　　　　①１回目の調査　　 　　 　 参加 ／ 不参加
　
　Ｃさん【男性 ６０代】　 　　②シンポジウム　　 　　 　 参加 ／ 不参加

　　　　　　　　　　　　　　　③シンポジウムの動画      視聴済 ／ 未視聴　
　　　　　　　　　　　　　　　①１回目の調査　　 　　 　参加 ／  不参加
　
　Ｄさん【男性 ６０代】　 　　②シンポジウム　　 　　 　 参加 ／ 不参加

　　　　　　　　　　　　　　　③シンポジウムの動画      視聴済 ／ 未視聴

【文書Ｂ（改善後の文書）に関する意見】
質問事項 回答者

Ａさん

Ｂさん

Ｃさん

Ｄさん

質問事項 回答者

Ａさん

Ｂさん

Ｃさん

Ｄさん

Ａさん

Ｂさん

Ｃさん

Ｄさん

【文書Ａ（改善前の文書）と文書Ｂ（改善後の文書）を比較した意見】
質問事項 回答者

Ａさん

Ｂさん

Ｃさん

Ｄさん

質問事項 回答者
文書Ａ
ｏｒ

文書Ｂ
理　　由

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ｃさん 文書Ｂ ‐

Ｄさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ｃさん 文書Ｂ ‐

Ｄさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ｃさん 文書Ｂ ‐

Ｄさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ｃさん 文書Ｂ ‐

Ｄさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ｃさん 文書Ｂ ‐

Ｄさん 文書Ｂ ‐

Ａさん 文書Ｂ ‐

Ｂさん 文書Ｂ ‐

Ｃさん 文書Ｂ ‐

Ｄさん 文書Ｂ -

質問事項 回答者

Ａさん

Ｂさん

Ｃさん

Ｄさん

　この文書を見て思ったことや感じたことは？

・文書としてはとても見やすい。
・この文書で好奇心は持ってもらえるのではないかと思う。

・文書としてはとても見やすい。
・制度が難しいせいか、確認したい内容が色々とある。

・タイトルは年齢ではなく、目的・標題の方がいい。
・事態がゴシック調になっていることはとても見やすい。

・タイトルと内容の配置を変えるなどした方がよい点もあるが、とても見やすい。

町会・自治会インタビュー調査結果（令和５年度）

町会・自治会名

日時及び場所

インタビュー回答者

内　　容

内　　容

内　　容

　この文書が一番伝えたいことは何だと思うか？

　保険料が免除されるかもしれない。

　保険料が免除されるかもしれない。

　保険料が免除されるかもしれない。

　対象だと思う人はまずは連絡ください。

　この文書の内容で、もっとこのようにした方が
　良いと思う点は？

・構成は、枠内の内容→対象→ケース（事例）→連絡先 の順の方がよいと思う。

-

・タイトルは年齢ではなく、実際にすることや目的の方がよいと思う。

・枠外の赤字の部分を枠内に持っていけば、一体的となり文字をもっと減らせる。

内　　容

　２つの文書を比較して思ったことや感じたことは？

・不思議なもので、片方だけ見せられると、もう片方の文書に寄せるような意見を持ってしまう。
　文書Ａならもっとシンプルに、文書Ｂならもう少し具体的に。
・文書Ａを見ても問い合わせることになるから、この視点でも文書Ｂの方がいい。
・高齢者向けの文書は文字数が少ない方が絶対よいので、この点文書Ｂはよいと思う。

・文書Ａは絶対読みたいとは思わない。文書Ｂは読み手に内容は伝わる。
・文書Ａの配色である緑色、黄色は、おそらく７５歳以上は見えない。

　伝えたい内容や重要な内容が分かりやすいのは？

　文章が読みやすいのは？

　情報量が適切だと感じるのは？

　レイアウト等の見た目が良いのは？

　読みたいと思うのは？

　全体として良いと感じるのは？

　その他で思ったことや感じたことは？

・区の文書を町会掲示板に掲示している者からすると、掲示板に貼った場合に、通りすがりの人が１０秒
　くらい立ち止まって、内容が分かる程度の文字の大きさや情報量を目指してほしい。

‐
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【改善前】



印鑑登録の手引き 

 

 
 

 

登録できる人 

港区に住民登録があり、満年齢１５歳以上で意思能力がある人 

申請するところ 

各総合支所の区民課窓口サービス係、台場分室（※郵送による申請はできません） 

 

１ 本人が窓口に来るとき 

申請に必要なもの 

 ・登録する印鑑 

・本人確認書類（有効期限内のもの） 

 

（１） 即日登録（ＡかＢどちらかの方法で本人確認ができる場合） 

ア 窓口で申請書を記入 

イ 以下のいずれかの方法で本人確認 

（Ａ）官公庁が発行した顔写真付きの本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード、

パスポート（日本国籍のみ）、在留カード、特別永住者証明書など）を提示。 

（Ｂ）都内で印鑑登録している人が保証人となり、申請者と一緒に窓口へ来る。 

保証人が、申請書の保証人の欄に記入し、登録済みの印鑑を押す。 

保証人の印鑑登録証明書（３か月以内に発行されたもの。港区で登録している場合

は印鑑登録証）と、申請者と保証人の本人確認書類を提示。 

ウ 印鑑登録完了後、印鑑登録証を受け取る 

(２) 後日登録 

ア 窓口で申請書を記入 

イ 健康保険証や年金手帳などの本人確認書類（２点）を提示 

ウ 区から「照会書」を自宅（住民登録している住所）に郵送 

エ 届いた「照会書」に必要事項を記入し、登録する印鑑を押す 

オ 「照会書」と本人確認書類、登録する印鑑を記載の期限までに申請した時と同じ窓口に持

参する 

カ 印鑑登録完了後、印鑑登録証を受け取る 

印鑑登録証明は、個人の印鑑を区に登録し、証明するものです。 

この印鑑登録証明は、個人が住宅や自動車の売買や資産の手続きをするときに必要となる重要

な証明です。そのため、区では印鑑登録申請の取り扱いを慎重に行っています。 

登録した方も、登録した印鑑や印鑑登録証の保管に十分に注意してください。 
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【改善後】
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【改善前】



 
 
                                 

   POP バトル部門 作品募集 
 

 

あなたがおすすめする本をＰＯＰで表現してください！ 
 
 

 

【 対象者：港区在住、在学の中学生および高校生 】 

 
（１）スケジュール 

 

 

 

郵送先：〒105-0011 港区芝公園 3-2-25 港区立みなと図書館 児童担当宛 

図書館の場所、休館日、開館時間は区立図書館ホームページをご確認ください。 

 

 

 

 

応募作品は審査により上位 20 作品を選考し、ポスターにして掲示・投票します。 

どなたでも投票ができます。 

 

 

 

 

最多投票数を獲得したＰＯＰ作品がチャンピオンとなり、チャンピオンには 

賞状と記念品をプレゼントします！ 

 
 

（２）申込方法 

申込用紙、または指定のサイズ（縦 9 ㎝×横 13 ㎝）の用紙に、あなたのおすすめの 

１冊についての熱い思いを表現してください。 
 

・文章だけではなくイラストも使えます。パソコンでの作成も可能です。 

・鉛筆・色鉛筆を使用する場合は、濃く描いてください。 

・表紙のイラストや帯のキャッチコピーは使用しないようご注意ください。 

・応募作品は、１人１つまででお願いします。 

 

（３）その他 

応募作品や投票結果、表彰式の様子については、 

広報紙や区立図書館ホームページ、Twitter で 

公開することがあります。ご了承ください。 

 

（４）問い合わせ先   

みなと図書館 児童担当 電話 ０３（３４３７）６６２１ 

投票期間：令和４年９月２６日(月)～１０月１０日(月･祝) 

投票場所：港区内中学校・高等学校、各港区立図書館 
 

結果発表・表彰式：令和４年１１月５日(土) 午後３時～５時  

発 表 場 所 ：港区立みなと図書館 

募集期間：令和４年７月１日(金)～９月６日(火) 

申込場所：各港区立図書館へ持参、または郵送 
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【改善後】
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【改善前】



⺟⼦保健事業のご案内
妊娠中〜出産・⼦育てまで港区がサポートします

⺟⼦保健事業全般

離乳⾷・⾷事・⻭科検診

予防接種

電話するところ

健康推進課 地域保健係

健康推進課 健康づくり係

保健予防課 保健予防係

TEL︓03-6400-0084
TEL︓03-6400-0083
TEL︓03-6400-0081

みなと⺟⼦⼿帳アプリのご案内

誕生時や性別を選ぶと
予防接種と健診の日にちが分かる
便利なアプリです

港区に引っ越してきた人向け

詳しくは港区ホームページを⾒てください

右の二次元コードから
事業の一覧・詳しい内容について
⾒ることができます

妊娠・出産 子育ての施設

3〜4か⽉児の健診
（港区が指定する病院） 6〜7か⽉児健診

9〜10か⽉児健診
（東京都が指定する病
院）

1さい6か⽉児の健診
内科︓港区指定医療機関
⻭の検査︓みなと保健所

3歳児健診
内科・⻭科︓
みなと保健所

すこやかちゃんフッ素塗布（4・5・6歳）
（港区が指定する病院）

4か⽉児育児相談
（みなと保健所）

案内を送っている事業について

※ 区は皆さんの個人情報を守ります。安心して参加してください。

AppStore GooglePlay Web版

みなと保健所は下の事業についてみなさんに案内を送っています。
前に住んでいた場所で健診を受けていないひとや、案内が届いていないひとは、
みなと保健所に電話をしてください。 3歳児健診は

みなと保健所で
実施します

※事業一覧中に電話番号が書いてある場合は、そちらへ電話をしてください。
63

【改善後】


