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第１部 調査の概要 

 

 １ 調査の概要 

 

（１） 調査の枠組み 

  ①調査目的 

    若葉区在住の市民の地域福祉に関する意向を把握し、地域福祉計画を策

定するうえでの基礎資料とすることを目的とする。 

 

 ②対象 

   調査対象は，若葉区に在住する１６歳以上の区民８００人とした。内

訳は、各地区フォーラムごとに在住する２００人、地区割りについては、

次のとおりである。 

なお、対象者の抽出方法は、無作為抽出とした。 

   

  （若葉区地区フォーラム地区割り表） 

地区                                                                                                    

フォーラム 
区域 

小倉                                                                                          

御成台千城台西北         

千城台東南                                                    

小倉町，小倉台 1～7 丁目，御成台 1～3丁目，                                                                                

千城台北 1～4 丁目・千城台西 1～3丁目・千城台東 1～4丁目・

千城台南 1～4 丁目 

貝塚                                                                                         

桜木                                                                                                 

加曽利                                                                                         

大宮 

大宮町，大宮台 1～7 丁目，貝塚町，加曽利町，北大宮台，桜

木町，高品町 

都賀                        

若松 

愛生町，都賀 1～4 丁目，都賀の台 1～4丁目，殿台町，西都賀

1～5丁目，原町，                                                        

東寺山町，みつわ台 1～5丁目，源町，若松町 

坂月                                                                       

更科                                                                                               

白井 

五十土町，和泉町，大井戸町，大草町，太田町，大広町，小間

子町，金親町，                                                                      

上泉町，川井町，北谷津町，古泉町，御殿町，坂月町，更科町，

佐和町，下泉町，下田町，高根町，多部田町，旦谷町，富田町，

中田町，中野町，野呂町，谷当町 
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  ③調査の構成 

      調査の構成は、次のとおりである。 

・ 属性 

・ 地域との関わり 

・ 地域活動・ボランティア活動 

・ 社会福祉協議会、民生委員・児童委員の認知度 

・ 情報の入手方法 

・ 行政と地域住民との関係 

・ 今後の福祉のまちづくり 

 

④調査の実施方法 

    調査の実施は、調査票の配布及び回収を郵送により行った。 

    また、回答は無記名とした。 

 

   ⑤調査期間 

    調査期間は、平成１６年２月２０日から３月５日である。 

 

 

（２） 調査票回収状況と回収率 

  回収状況と回収率は次のとおりである。 

 

若葉区地域福祉計画に関するアンケート回収状況

小倉・御成台千
城台西北・千城
台東南地区

貝塚・桜木・加
曽利・大宮地区 都賀・若松地区

坂月・更科・白
井地区

送付数 800 200 200 200 200

回収数 362 85 114 79 84

有効票 361 84 114 79 84

無効票 1 1 0 0 0

回収率 45.3% 42.5% 57.0% 39.5% 42.0%

若葉区

 
 

  



第２部　調査結果

　１　属性

　（１）　年齢はおいくつですか。（平成１６年１月１日現在）

6.0%

7.6%

10.5%

7.2%

10.7%

7.1%

7.0%

6.1%

10.5%

12.7%

13.1%

9.7%

15.2%

14.0%

18.2%

20.2%

21.2%

20.3%

10.5%

31.5%

32.1%

43.4%

27.8%

18.6%

17.4%

11.9%

11.5%

20.3%

27.9%

1.1%

2.4%

1.2%

0.9%

5.5%

3.8%

5.3%

5.1%

3.6%

0.3%

0.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①若葉区

②小倉・御成台千城台
西北・千城台東南地区

③貝塚・桜木・
加曽利・大宮地区

④都賀・若松地区

⑤坂月・更科・
白井地区

16～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～64歳

65～74歳 75歳以上 無回答

①若葉区
　「65～74歳」(31.5%)が最も多く、次いで「60～64歳」(18.2%)となっている。

②小倉・御成台千城台西北・千城台東南地区
　「65～74歳」(32.1%)が最も多く、次いで「60～64歳」(20.2%)となっている。

③貝塚・桜木・加曽利・大宮地区
　「65～74歳」(43.4%)が最も多く、次いで「60～64歳」(21.2%)となっている。

④都賀・若松地区
　「65～74歳」(27.8%)が最も多く、次いで「60～64歳」・「75歳以上」(20.3%)と
なっている。

⑤坂月・更科・白井地区
　「75歳以上」(27.9%)が最も多く、次いで「65～74歳」(18.6%)となっている。
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　（２）　性別はどちらですか。

45.3%

41.7%

52.2%

53.2%

32.6%

51.4%

54.8%

44.2%

44.3%

64.0%

3.3%

3.6%

3.5%

2.5%

3.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①若葉区

②小倉・御成台千城台
西北・千城台東南地区

③貝塚・桜木・
加曽利・大宮地区

④都賀・若松地区

⑤坂月・更科・
白井地区

男性 女性 無回答

①若葉区
　「男性」は45.3%で、「女性」は51.4%となっている。

②小倉・御成台千城台西北・千城台東南地区
　「男性」は41.7%で、「女性」は54.8%となっている。

③貝塚・桜木・加曽利・大宮地区
「男性」は52.2%で、「女性」は44.2%となっている。

④都賀・若松地区
　「男性」は53.2%で、「女性」は44.3%となっている。

⑤坂月・更科・白井地区
　「男性」は32.6%で、「女性」は64.0%となっている。
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　（３）　あなたを含め，同居されている家族構成について伺います。

9.9%

11.9%

5.3%

15.2%

9.3%

36.5%

38.1%

44.2%

35.4%

25.6%

35.1%

40.5%

37.2%

34.2%

27.9%

15.2%

8.3%

9.7%

11.4%

32.6%

2.7%

3.5%

2.5%

2.5%

1.2%

0.8%

0.9%

1.3%

1.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①若葉区

②小倉・御成台千城台
西北・千城台東南地区

③貝塚・桜木・
加曽利・大宮地区

④都賀・若松地区

⑤坂月・更科・
白井地区

単身 夫婦のみ 親・子の二世代 親・子・孫の三世代 その他 無回答

①若葉区
　「夫婦のみ」(36.5%)が最も多く、次いで「親・子の二世代」(35.1%)となっている。

②小倉・御成台千城台西北・千城台東南地区
　「親・子の二世代」(40.5%)が最も多く、次いで「夫婦のみ」(38.1%)となっている。

③貝塚・桜木・加曽利・大宮地区
　「夫婦のみ」(44.2%)が最も多く、次いで「親・子の二世代」(37.2%)となっている。

④都賀・若松地区
　「夫婦のみ」(35.4%)が最も多く、次いで「親・子の二世代」(34.2%)となっている。

⑤坂月・更科・白井地区
　「親・子・孫の三世代」(32.6%)が最も多く、次いで「親・子の二世代」(27.9%)と
なっている。
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　（３）ご職業は何ですか。

9.1%

7.1%

7.1%

8.9%

14.0%

13.5%

19.0%

10.6%

15.2%

10.5%

5.2%

8.8%

5.8%

5.5%

9.5%

4.4%

5.8%

15.7%

19.0%

13.3%

15.2%

16.3%

27.6%

27.4%

33.6%

29.1%

18.6%

15.7%

8.3%

18.6%

17.7%

17.4%

5.1%

4.7%

2.4%

2.5%

2.5%
4.7%

2.8%

2.4%

0.9%

3.8%

3.3%

3.6%

0.9%

2.3%

1.8%

1.2%

1.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①若葉区

②小倉・御成台千城台
西北・千城台東南地区

③貝塚・桜木・
加曽利・大宮地区

④都賀・若松地区

⑤坂月・更科・
白井地区

自営業 会社員 公務員・団体職員 パート・アルバイト
学生 専業主婦 年金生活者 無職
その他 無回答

①若葉区
　「年金生活者」(27.6%)が最も多く、次いで「専業主婦」・「無職」(15.7%)となっ
ている。

②小倉・御成台千城台西北・千城台東南地区
　「年金生活者」(27.4%)が最も多く、次いで「会社員」・「専業主婦」(19.0%)と
なっている。

③貝塚・桜木・加曽利・大宮地区
　「年金生活者」(33.6%)が最も多く、次いで「無職」(18.6%)となっている。

④都賀・若松地区
　「年金生活者」(29.1%)が最も多く、次いで「無職」(17.7%)となっている。

⑤坂月・更科・白井地区
　「年金生活者」(18.6%)が最も多く、次いで「無職」(17.4%)となっている。
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　（５）あなたは，現在のところにお住まいになって通算して何年くらいになりますか。

10.7%

10.1%

12.7%

15.5%

8.0%

17.7%

11.6%

25.1%

17.9%

16.8%

45.6%

24.4%

53.3%

52.4%

72.6%

22.8%

57.0%

0.8%

0.9%

2.3%

0.9%

1.2%

3.9%

3.8%

0.9%

3.5%

3.6%

4.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①若葉区

②小倉・御成台千城台
西北・千城台東南地区

③貝塚・桜木・
加曽利・大宮地区

④都賀・若松地区

⑤坂月・更科・
白井地区

5年未満 5年～9年 10年～19年 20年～29年 30年以上 無回答

①若葉区
　「30年以上」(53.3%)が最も多く、次いで「20～29年」(25.1%)となっている。

②小倉・御成台千城台西北・千城台東南地区
　「30年以上」(52.4%)が最も多く、次いで「20～29年」(17.9%)となっている。

③貝塚・桜木・加曽利・大宮地区
　「30年以上」(72.6%)が最も多く、次いで「20～29年」(16.8%)となっている。

④都賀・若松地区
　「20～29年」(45.6%)が最も多く、次いで「30年以上」(22.8%)となっている。

⑤坂月・更科・白井地区
　「30年以上」(57.0%)が最も多く、次いで「20～29年」(24.4%)となっている。
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２　地域との関わりについて

　問１　あなたは，ご近所の人と，どの程度のお付き合いがありますか。

5.0%

4.8%

5.3%

7.6%

47.0%

56.0%

43.4%

53.2%

37.2%

19.1%

19.0%

22.1%

11.4%

22.1%

20.4%

13.1%

20.4%

20.3%

27.9%

5.8%

4.8%

5.3%

10.5%

2.3%

2.5%

0.8%

1.2%

0.9%

1.3%
3.8%

2.7%

1.2%

1.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①若葉区

②小倉・御成台千城台
西北・千城台東南地区

③貝塚・桜木・
加曽利・大宮地区

④都賀・若松地区

⑤坂月・更科・
白井地区

ほとんど近所づき合いはない
顔を合わせればあいさつする程度
普段から簡単な頼みごとをする程度
なんでも相談し助け合えるとまではいかないが，内容によっては相談し助け合う
何か困ったときには，なんでも相談し助け合う
その他
無回答

①若葉区
　「顔を合わせれば、挨拶する程度」(47.0%)が最も多く、次いで「なんでも相談し
助け合えるまでとはいかないが、内容によっては相談し助け合う」(20.4%)となって
いる。

②小倉・御成台千城台西北・千城台東南地区
　「顔を合わせれば、挨拶する程度」(56.0%)が最も多く、次いで「普段から簡単な
頼みをする程度」(19.0%)となっている。

③貝塚・桜木・加曽利・大宮地区
　「顔を合わせれば、挨拶する程度」(43.4%)が最も多く、次いで「普段から簡単な
頼みをする程度」(22.1%)となっている。
　

④都賀・若松地区
　「顔を合わせれば、挨拶する程度」(53.2%)が最も多く、次いで「なんでも相談し
助け合えるまでとはいかないが、内容によっては相談し助け合う」(20.3%)となって
いる。

⑤坂月・更科・白井地区
　「顔を合わせれば、挨拶する程度」(37.2%)が最も多く、次いで「普段から簡単な
頼みをする程度」(27.9%)となっている。
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問２　あなたが地域で住民相互の「助け合い」として，何ができると思いますか。主なもの３つ以
内で○をつけてください。

32.5%

32.2%

31.9%

32.9%

33.2%

23.8%

25.7%

22.1%

22.5%

25.4%

11.3%

8.2%

10.6%

13.3%

13.0%

10.5%

8.2%

11.8%

10.4%

10.9%

9.9%

11.7%

12.2%

11.0%

4.1%4.7%

4.7%

4.7%

1.2%

2.3%

3.5%

2.9%

3.5%

3.0%

3.9%

1.7%

1.0%

3.4%

2.9%

2.4%

3.1%

3.5%

2.7%

2.9%

3.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①若葉区

②小倉・御成台千城台
西北・千城台東南地区

③貝塚・桜木・
加曽利・大宮地区

④都賀・若松地区

⑤坂月・更科・
白井地区

安否確認の声をかける 趣味など世間話の話し相手になる

ちょっとした買い物を代わりにする 朝のゴミ出しをする
玄関前の掃除を代わりにする 短時間子どもを預かる
子育て・介護などの相談にのる その他

無回答

①若葉区
　「安否確認の声をかける」(32.5%)が最も多く、次いで「趣味など世間話の話し相手
になる」(23.8%)となっている。

②小倉・御成台千城台西北・千城台東南地区
　「安否確認の声をかける」(32.2%)が最も多く、次いで「趣味など世間話の話し相手
になる」(25.7%)となっている。

③貝塚・桜木・加曽利・大宮地区
　「安否確認の声をかける」(31.9%)が最も多く、次いで「趣味など世間話の話し相手
になる」(22.1%)となっている。

④都賀・若松地区
　「安否確認の声をかける」(32.9%)が最も多く、次いで「趣味など世間話の話し相手
になる」(22.5%)となっている。

⑤坂月・更科・白井地区
　「安否確認の声をかける」(33.2%)が最も多く、次いで「趣味など世間話の話し相手
になる」(25.4%)となっている。
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 ３　地域活動・ボランティア活動について

　問３　あなたは，これまでに地域活動やボランティア活動をしたことがありますか。（無回答を除く）

13.3%

13.1%

15.0%

8.9%

15.1%

17.1%

11.9%

21.2%

19.0%

15.1%

44.5%

51.2%

46.9%

46.8%

32.6%

25.1%

23.8%

16.8%

25.3%

37.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①若葉区

②小倉・御成台千城台
西北・千城台東南地区

③貝塚・桜木・
加曽利・大宮地区

④都賀・若松地区

⑤坂月・更科・
白井地区

現在，活動している
以前，活動していたことがあるが，現在はしていない

活動したことはない
無回答

①若葉区
　「活動したことはない」(44.5%)が最も多く、次いで「以前、活動したことがある
が、現在はしていない」(17.1%)となっている。

②小倉・御成台千城台西北・千城台東南地区
　「活動したことはない」(51.2%)が最も多く、次いで「現在、活動している」
(13.1%)となっている。

③貝塚・桜木・加曽利・大宮地区
　「活動したことはない」(46.9%)が最も多く、次いで「以前、活動したことがある
が、現在はしていない」(21.2%)となっている。

④都賀・若松地区
　「活動したことはない」(46.8%)が最も多く、次いで「以前、活動したことがある
が、現在はしていない」(19.0%)となっている。

⑤坂月・更科・白井地区
　「活動したことはない」(32.6%)が最も多く、次いで「現在、活動している」・
「以前、活動したことがあるが、現在はしていない」(15.1%)となっている。
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問４　問３で１）と答えた方におうかがいします。どのような活動をしてますか。あてはまるものす
べてに○をつけてください。

13.1%

20.8%

13.8%

12.5%

6.7%

8.1%

16.7%

6.9%

12.5%

8.3%

6.3%

6.9%

6.3%

22.2%

12.5%

27.6%

18.8%

26.7%

12.1%

12.5%

17.2%

6.3%

10.0%

18.2%

12.5%

17.2%

25.0%

20.0%

11.1%

6.9%

12.5%

20.0%

6.1%

12.5%

10.0%

4.0%

3.4%

4.0%

3.3%

4.2%

1.0%

3.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①若葉区

②小倉・御成台千城台
西北・千城台東南地区

③貝塚・桜木・
加曽利・大宮地区

④都賀・若松地区

⑤坂月・更科・
白井地区

高齢者支援に関する活動 障害者支援に関する活動
子育て支援に関する活動 健康づくり・医療に関する活動
自治会・子ども会・ＰＴＡに関する活動 教育・文化・スポーツの振興に関する活動
地域での清掃活動 防犯，防災など安全な生活を守るための活動
交通安全に関する活動 その他
無回答

①若葉区
　「自治会・子ども会・ＰＴＡに関する活動」(22.2%)が最も多く、次いで「地域で
の清掃活動」(18.2%)となっている。

②小倉・御成台千城台西北・千城台東南地区
　「高齢者支援に関する活動」(20.8%)が最も多く、次いで「障害者支援に関する活
動」(16.7%)となっている。

③貝塚・桜木・加曽利・大宮地区
　「自治会・子ども会・ＰＴＡに関する活動」(27.6%)が最も多く、次いで「教育・
文化・スポーツの振興に関する活動」・「地域での清掃活動」(17.2%)となってい
る。

④都賀・若松地区
　「地域での清掃活動」(25.0%)が最も多く、次いで「自治会・子ども会・ＰＴＡに
関する活動」(18.8%)となっている。

⑤坂月・更科・白井地区
　「自治会・子ども会・ＰＴＡに関する活動」(26.7%)が最も多く、次いで「地域で
の清掃活動」・「防犯，防災など安全な生活を守るための活動」(20.0%)となってい
る。
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問５　問３で１）と答えた方におうかがいします。活動のきっかけはどのような理由ですか。主な
もの１つに○をつけてください。（無回答を除く）

35.4%

36.4%

17.6%

57.1%

46.2%

31.3%

45.5%

29.4%

28.6%

23.1%

9.1%

5.9%

7.7%

6.3%

5.9%

14.3%

7.7%

5.9%

8.3%

9.1%

5.9%

15.4%

10.4%

29.4%

2.1%

4.2%

2.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①若葉区

②小倉・御成台千城台
西北・千城台東南地区

③貝塚・桜木・
加曽利・大宮地区

④都賀・若松地区

⑤坂月・更科・
白井地区

地域をより住みやすいものにしたいから 社会や他人のためになる活動がしたいから
知識や技術を身につけたいから 新たに友人･知人を得たいから
持ち回りの当番制となっていたから 友人に誘われたから
その他 無回答

①若葉区
　「地域をより住みやすいものにしたいから」(35.4%)が最も多く、次いで「社会や
他人のためになる活動がしたいから」(31.3%)となっている。

②小倉・御成台千城台西北・千城台東南地区
　「社会や他人のためになる活動がしたいから」(45.5%)が最も多く、次いで「地域
をより住みやすいものにしたいから」(36.4%)となっている。

③貝塚・桜木・加曽利・大宮地区
　「社会や他人のためになる活動がしたいから」(29.4%)が最も多く、次いで「地域
をより住みやすいものにしたいから」(17.6%)となっている。

④都賀・若松地区
　　「地域をより住みやすいものにしたいから」(57.1%)が最も多く、次いで「社会
や他人のためになる活動がしたいから」(28.6%)となっている。

⑤坂月・更科・白井地区
　　「地域をより住みやすいものにしたいから」(46.2%)が最も多く、次いで「社会
や他人のためになる活動がしたいから」(23.1%)となっている。
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問６　問３で２）・３）と答えた方におうかがいします。あなたが地域活動・ボランティア活動をしな
い理由は何ですか。主なもの１つに○をつけてください。

28.7%

39.6%

23.4%

21.2%

34.1%

17.9%

17.0%

23.4%

13.5%

14.6%

18.8%

20.8%

15.6%

17.3%

24.4%

12.1%

5.7%

5.2%

30.8%

9.8%

20.2%

17.0%

27.3%

15.4%

17.1%

5.2%

1.9%

2.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①若葉区

②小倉・御成台千城台
西北・千城台東南地区

③貝塚・桜木・
加曽利・大宮地区

④都賀・若松地区

⑤坂月・更科・
白井地区

仕事をもっているので時間がない
活動したい気持ちはあるが，きっかけがつかめない
どのような活動があるのか地域活動・ボランティア活動に関する情報がない
興味のもてる活動がみつからない
その他
無回答

①若葉区
　「仕事をもっているので時間がない」(28.7%)が最も多く、次いで「その他」
(20.2%)となっている。

②小倉・御成台千城台西北・千城台東南地区
　「仕事をもっているので時間がない」(39.6%)が最も多く、次いで「どのような活
動があるのか地域活動・ボランティア活動に関する情報がない」(20.8%)となってい
る。

③貝塚・桜木・加曽利・大宮地区
　「その他」(27.3%)が最も多く、次いで「仕事をもっているので時間がない」・
「活動したい気持ちはあるが、きっかけがつかめない」(23.4%)となっている。

④都賀・若松地区
　「興味のもてる活動がみつからない」(30.8%)が最も多く、次いで「仕事をもって
いるので時間がない」(21.2%)となっている。

⑤坂月・更科・白井地区
　「仕事をもっているので時間がない」(34.1%)が最も多く、次いで「どのような活
動があるのか地域活動・ボランティア活動に関する情報がない」(24.4%)となってい
る。
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問７　問３で２）・３）と答えた方におうかがいします。今後，あなたは地域活動やボランティア活
動をしたいと思いますか。

5.4%

7.5%

6.5%

1.9%

4.9%

36.8%

28.3%

39.0%

40.4%

39.0%

23.3%

22.6%

27.3%

23.1%

17.1%

8.1%

9.4%

11.5%

9.8%

23.8%

30.2%

16.9%

23.1%

29.3%

6.5%

3.9%

2.7%

1.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①若葉区

②小倉・御成台千城台
西北・千城台東南地区

③貝塚・桜木・
加曽利・大宮地区

④都賀・若松地区

⑤坂月・更科・
白井地区

活動したい できれば活動したい あまり活動したいと思わない
まったく活動したいと思わない わからない 無回答

①若葉区
　「できれば活動したい」(36.8%)が最も多く、次いで「わからない」(23.8%)と
なっている。

②小倉・御成台千城台西北・千城台東南地区
　「わからない」(30.2%)が最も多く、次いで「できれば活動したい」(28.3%)と
なっている。

③貝塚・桜木・加曽利・大宮地区
　「できれば活動したい」(39.0%)が最も多く、次いで「あまり活動したいと思わな
い」(27.3%)となっている。

④都賀・若松地区
　「できれば活動したい」(40.4%)が最も多く、次いで「あまり活動したいと思わな
い」・「わからない」(23.1%)となっている。

⑤坂月・更科・白井地区
　「できれば活動したい」(39.0%)が最も多く、次いで「わからない」(29.3%)と
なっている。
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問８　あなたは，地域福祉の推進を目的として活動している「千葉市社会福祉協議会」を知って
いますか。

18.2%

23.8%

24.8%

7.6%

14.0%

45.9%

42.9%

46.0%

46.8%

47.7%

23.2%

23.8%

15.9%

36.7%

19.8%

12.7%

9.5%

13.3%

8.9%

18.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①若葉区

②小倉・御成台千城台
西北・千城台東南地区

③貝塚・桜木・
加曽利・大宮地区

④都賀・若松地区

⑤坂月・更科・
白井地区

名前も活動内容も知っている

名前は聞いたことがあるが，活動内容はよく知らない

名前も活動内容も知らない

無回答

①若葉区
　「名前は聞いたことがあるが，活動内容はよく知らない」(45.9%)が最も多く、次
いで「名前も活動内容も知らない」(23.2%)となっている。

②小倉・御成台千城台西北・千城台東南地区
　「名前は聞いたことがあるが，活動内容はよく知らない」(42.9%)が最も多く、次
いで「名前も活動内容も知っている」・「名前も活動内容も知らない」(23.8%)と
なっている。

③貝塚・桜木・加曽利・大宮地区
　「名前は聞いたことがあるが，活動内容はよく知らない」(46.0%)が最も多く、次
いで「名前も活動内容も知らない」(24.8%)となっている。

④都賀・若松地区
　「名前は聞いたことがあるが，活動内容はよく知らない」(46.8%)が最も多く、次
いで「名前も活動内容も知らない」(36.7%)となっている。

⑤坂月・更科・白井地区
　「名前は聞いたことがあるが，活動内容はよく知らない」(47.7%)が最も多く、次
いで「名前も活動内容も知らない」(19.8%)となっている。
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問９　あなたは，おおむね中学校区で組織され，地区内での交流や助け合いなどに関する活動
を行っている「社会福祉協議会地区部会」を知っていますか。

14.9%

16.7%

19.5%

16.3%

31.2%

34.5%

31.9%

31.6%

26.7%

39.2%

38.1%

32.7%

51.9%

37.2%

14.6%

10.7%

15.9%

11.4%

19.8%

5.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①若葉区

②小倉・御成台千城台
西北・千城台東南地区

③貝塚・桜木・
加曽利・大宮地区

④都賀・若松地区

⑤坂月・更科・
白井地区

名前も活動内容も知っている
名前は聞いたことがあるが，活動内容はよく知らない
名前も活動内容も知らない
無回答

①若葉区
　「名前も活動内容も知らない」(39.2%)が最も多く、次いで「名前は聞いたことが
あるが，活動内容はよく知らない」(31.2%)となっている。

②小倉・御成台千城台西北・千城台東南地区
　「名前も活動内容も知らない」(38.1%)が最も多く、次いで「名前は聞いたことが
あるが，活動内容はよく知らない」(34.5%)となっている。

③貝塚・桜木・加曽利・大宮地区
　「名前も活動内容も知らない」(32.7%)が最も多く、次いで「名前は聞いたことが
あるが，活動内容はよく知らない」(31.9%)となっている。

④都賀・若松地区
　「名前も活動内容も知らない」(51.9%)が最も多く、次いで「名前は聞いたことが
あるが，活動内容はよく知らない」(31.6%)となっている。

⑤坂月・更科・白井地区
　「名前も活動内容も知らない」(37.2%)が最も多く、次いで「名前は聞いたことが
あるが，活動内容はよく知らない」(26.7%)となっている。
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問１０　あなたは，市内で約１，３００人の方が活動している「民生委員・児童委員」を知っていま
すか。

37.6%

32.1%

46.9%

35.4%

32.6%

39.8%

39.3%

35.4%

41.8%

44.2%

9.9%

19.0%

13.9%

5.8%

12.7%

9.5%

14.2%

8.9%

17.4%

3.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①若葉区

②小倉・御成台千城台
西北・千城台東南地区

③貝塚・桜木・
加曽利・大宮地区

④都賀・若松地区

⑤坂月・更科・
白井地区

名前も活動内容も知っている
名前は聞いたことがあるが，活動内容はよく知らない
名前も活動内容も知らない
無回答

①若葉区
　「名前は聞いたことがあるが，活動内容はよく知らない」(39.8%)が最も多く、次い
で「名前も活動内容も知っている」(37.6%)となっている。

②小倉・御成台千城台西北・千城台東南地区
　「名前は聞いたことがあるが，活動内容はよく知らない」(39.3%)が最も多く、次い
で「名前も活動内容も知っている」(32.1%)となっている。

③貝塚・桜木・加曽利・大宮地区
　「名前も活動内容も知っている」(46.9%)が最も多く、次いで「名前は聞いたことが
あるが，活動内容はよく知らない」(35.4%)となっている。

④都賀・若松地区
　「名前は聞いたことがあるが，活動内容はよく知らない」(41.8%)が最も多く、次い
で「名前も活動内容も知っている」(35.4%)となっている。

⑤坂月・更科・白井地区
　「名前は聞いたことがあるが，活動内容はよく知らない」(44.2%)が最も多く、次い
で「名前も活動内容も知っている」(32.6%)となっている。
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４　福祉のまちづくりについて

問１１　あなたは，本市で行っている様々 な福祉サービスに関する情報をどこで入手しますか。
主なもの３つに○をつけてください。

35.0%

37.3%

33.7%

36.2%

33.5%

6.6%

6.5%

5.7%

8.5%

6.3%

25.0%

22.2%

27.2%

23.7%

26.1%

6.6%

7.0%

4.6%

5.6%

10.2%

7.6%

9.2%

10.7%

6.3%

6.4%

10.8%

7.3%

5.7%

7.3%

6.4%

4.3%

6.1%

4.5%

10.8%

3.8%

1.6%

2.2%

1.5%

1.1%

1.7%

1.1%

3.4%

3.8%

3.6%

0.6%

1.0%

2.2%

1.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①若葉区

②小倉・御成台千城台
西北・千城台東南地区

③貝塚・桜木・
加曽利・大宮地区

④都賀・若松地区

⑤坂月・更科・
白井地区

市政だより 市役所・区役所の窓口 自治会の回覧板
近所の人・友人 新聞・雑誌 インターネット
社協だより 社会福祉協議会の窓口 テレビ・ラジオ
その他 無回答

①若葉区
　「市政だより」(35.0%)が最も多く、次いで「自治会の回覧板」(25.0%)となって
いる。

②小倉・御成台千城台西北・千城台東南地区
　「市政だより」(37.3%)が最も多く、次いで「自治会の回覧板」(22.2%)となって
いる。

③貝塚・桜木・加曽利・大宮地区
　「市政だより」(33.7%)が最も多く、次いで「自治会の回覧板」(27.2%)となって
いる。

④都賀・若松地区
　「市政だより」(36.2%)が最も多く、次いで「自治会の回覧板」(23.7%)となって
いる。

⑤坂月・更科・白井地区
「市政だより」(33.5%)が最も多く、次いで「自治会の回覧板」(26.1%)となってい
る。
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問１２　今後，高齢化が進んでいく中で，福祉サービス需要のさらなる増大多様化が見込まれま
すが，財政的な面から,十分な福祉サービスの提供が困難になるものと考えられます。そうした
中で，福祉サービスを充実させていくうえで，行政と地域住民との関係についてあなたの考えに
最も近いもの１つに○をつけてください。

6.4%

7.1%

8.0%

6.3%

15.7%

20.2%

15.9%

12.7%

14.0%

49.4%

47.6%

53.1%

51.9%

44.2%

8.6%

6.0%

7.1%

7.6%

14.0%

18.2%

17.9%

15.0%

17.7%

23.3%
3.5%

1.7%

1.2%

0.9%

3.8%

1.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①若葉区

②小倉・御成台千城台
西北・千城台東南地区

③貝塚・桜木・
加曽利・大宮地区

④都賀・若松地区

⑤坂月・更科・
白井地区

福祉を実施する責任は行政にあるので，税負担をすでに担っている住民は特に協力することはない
行政だけでは解決できない福祉の課題については，住民が協力して行う
福祉の課題については，行政も住民も協力しあい，ともに取り組むべきである

家庭や地域で助け合い，できない場合に行政が取り組むべきである
その他
無回答

①若葉区
　「福祉の課題については，行政も住民も協力しあい，ともに取り組むべきである」
(49.4%)が最も多く、次いで「行政だけでは解決できない福祉の課題については，住民
が協力して行う」(15.7%)となっている。※無回答は除く

②小倉・御成台千城台西北・千城台東南地区
　「福祉の課題については，行政も住民も協力しあい，ともに取り組むべきである」
(47.6%)が最も多く、次いで「行政だけでは解決できない福祉の課題については，住民
が協力して行う」(20.2%)となっている。

③貝塚・桜木・加曽利・大宮地区
　「福祉の課題については，行政も住民も協力しあい，ともに取り組むべきである」
(53.1%)が最も多く、次いで「行政だけでは解決できない福祉の課題については，住民
が協力して行う」(15.9%)となっている。

④都賀・若松地区
　「福祉の課題については，行政も住民も協力しあい，ともに取り組むべきである」
(51.9%)が最も多く、次いで「行政だけでは解決できない福祉の課題については，住民
が協力して行う」(12.7%)となっている。※無回答は除く

⑤坂月・更科・白井地区
　「福祉の課題については，行政も住民も協力しあい，ともに取り組むべきである」
(44.2%)が最も多く、次いで「行政だけでは解決できない福祉の課題については，住民
が協力して行う」(14.0%)となっている。※無回答は除く
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問１３　問１２で２）・３）・４）と答えた方におうかがいします。今後,民間による福祉サービスとし
て、特に重要と思うことは何ですか。１つ選んで○をつけてください。
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①若葉区

②小倉・御成台千城台
西北・千城台東南地区

③貝塚・桜木・
加曽利・大宮地区

④都賀・若松地区

⑤坂月・更科・
白井地区

近隣住民の中で助け合う
社会福祉協議会地区部会の会員数を増加し,活動を発展させる
有償ボランティアも含め,ボランティア活動をさらに発展させる
保健福祉に関する活動を行うＮＰＯ法人を育成し,活動を活発化させる
民間による福祉活動を発展させる
その他
無回答

①若葉区
　「有償ボランティアも含め,ボランティア活動をさらに発展させる」(29.6%)が最も多
く、次いで「近隣住民の中で助け合う」(20.2%)となっている。

②小倉・御成台千城台西北・千城台東南地区
　「有償ボランティアも含め,ボランティア活動をさらに発展させる」(30.6%)が最も多
く、次いで「社会福祉協議会地区部会の会員数を増加し,活動を発展させる」(21.0%)と
なっている。

③貝塚・桜木・加曽利・大宮地区
　「有償ボランティアも含め,ボランティア活動をさらに発展させる」(30.2%)が最も多
く、次いで「保健福祉に関する活動を行うＮＰＯ法人を育成し,活動を活発化させる」
(20.9%)となっている。

④都賀・若松地区
　「有償ボランティアも含め,ボランティア活動をさらに発展させる」(40.4%)が最も多
く、次いで「保健福祉に関する活動を行うＮＰＯ法人を育成し,活動を活発化させる」
(21.1%)となっている。

⑤坂月・更科・白井地区
　「近隣住民の中で助け合う」(29.0%)が最も多く、次いで「有償ボランティアも含め,
ボランティア活動をさらに発展させる」・「保健福祉に関する活動を行うＮＰＯ法人を
育成し,活動を活発化させる」(17.7%)となっている。
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問１４　今後福祉のまちづくりのためには，どのようなことが重要だと思いますか。主なもの５つ
以内で○をつけてください。
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5.6%

4.8%

3.6%

3.1%

3.9%

3.8%
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①若葉区

②小倉・御成台千城台
西北・千城台東南地区

③貝塚・桜木・
加曽利・大宮地区

④都賀・若松地区

⑤坂月・更科・
白井地区

身近な近隣住民，民生委員などによる相談支援体制の整備
地域の様々 な社会福祉施設との交流
区福祉事務所・保健センターなどの相談支援体制の充実
福祉サービス利用のための適切な情報を得る体制づくり
地域における福祉サービスのネットワーク化
保健・医療・福祉の連携による在宅サービスの充実
ケアマネージメント，ソーシャルワーク機能の充実
福祉サービスの利用者の権利擁護
学校教育における福祉教育の充実
生涯学習におけるボランティア・地域活動による自己実現
ユニバーサルデザインによるまちづくり
緊急時の防災・安全対策
体と心の健康づくり
ボランティアの養成
社会福祉従事者の専門性の向上，人材の育成
様々 な地域住民の交流による相互理解
社会福祉活動に関する知識・情報提供の体制整備
無回答

　若葉区全体、各地区とも「保健・医療・福祉の連携による在宅サービスの充実」、
「福祉サービス利用のための適切な情報を得る体制づくり」「緊急時の防災・安全対
策」、「身近な近隣住民，民生委員などによる相談支援体制の整備」についてが多かっ
た。
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問１５　あなたが地域で生活する上で,困っていることは,どのようなものですか。あれば具体的
にご記入下さい。

小倉・御成台千城台西北・千城台東南地区

福祉には関係ないかもしれませんが、ペットブームという世の中になっても、団地内では飼っ
てはいけないのに、ルールを守らない人が多すぎる。市の方で決まりごとを作ってほしい。

在宅福祉サービスの体制はずいぶん良くなっていると思いますが、施設へ入居したい者が入れ
なくて困っています。

私が現在困っていることではありませんが、近所に単身のお年寄りがふえ、その人たちが日常
の買い物をするのに、すぐ近くに適当なお店がないこと。スーパーができても、すぐにつぶれ
てしまって、７０代、８０代のお年寄りが交差点を渡らずに買い物ができる店、ちょっとした
お惣菜の買える様な店があるといいんじゃないかと思います。

今は夫婦共元気ですので困った事はありませんが、2人共年金と共に動きが鈍くなり、又病気等
になった時どうするか少し心配して居ます。区役所に相談する等の事はうすうす分かっていま
すがこれから真剣に考えようと思っています。

千城台団地（他も）は他県人の寄り集まりのためなかなか心を打ち開いた付き合いが出来な
い。

変質者等出現が多いようで治安についてもっと重視して欲しい。

今、困っていることは特別にないが、この千城の地域に総合病院が出来る事を願っています。
自力で通院出来る距離。

①防犯対策－地域と警察との共助を推進していただく。
②独居老人対策－自治会活動の中で第1の問題として取り上げたい。
③年配者の健康－サークル等での運動の推進で健康を維持できる人が多いと思う。

私は一人で生活している高齢者ですが最近体調が優れないときは、食事づくりが苦痛になって
きました。
いずれ本格的な病気は避けることはできないと思いますので大変不安です。

今はなんとか一人の生活で元気で働いています。先の事を考えると不安はありますが一日を大
切に生活していく事ができる。又やっていかなければいけません。年を関係なく体が動ける内
はいつまでも働ける世の中になればいいですね。70歳でも80歳でもなんとか働けるそんな企業
が大変ですがたくさんできる様になれば夢でしょうね、きっと。ところで私は今58歳、元気の
ある町であってほしいです。

困っていることはありませんが現在思っていることとして私の住んでいる地域では高齢化が進
み、外出することも少なく、隣近所との接触もなく、ボランティアによって助け合う場がない
のではないかと思い、町内での楽しみをもう少し作ってほしい。

一人暮らしの障害の為通院その他に不便を感じます。

朝から庭でゴルフの打ち込みをやったり、植木の切り込みを機械を使って音をたててしたり、
禁止されている自宅でのゴミ燃やし等を平気でやる人がいて困っています。

ガラクタを集めて積み上げている家がある。美観上以上に火災の危険性があり、心配である。
行政で何とか中止させる事ができないか。

小児病院が少ない。木曜日にほとんどの小児病院が休みである。（診療しているところは質が
悪い。）夜間と休日の緊急病院が少ない。（海浜病院だけ。）海浜病院では（小児科）2時間待
ち。薬をもらって帰るまで4時間!!医師も疲れている様子。職員もやる気がなさそう。
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今特に困っていることはありませんが、受ける側からは、どこでどんな頼みごと、相談、支援
が受けられるのか良くわからない。支援従事する側からは、近隣で助け合い、活動したいと
思っても、どこにどうすれば良いのか手がかりが掴めないので躊躇してしまう。こんな方々が
多いのではないでしょうか。これから福祉問題はますます重要な課題となります。積極的なPR
等によって意識の向上を図り、受ける側も支援する側も気軽に参加できるよう、行政、地域、
民間で協力し合っていく必要を感じます。

私の居住する地域は夜間でも交通量があります。ですが、街灯が少なく大通りから一本中に入
ると夜一人で歩くには怖いほどです。以前役所に街灯の設置をお願いしたところ、年間で取り
付ける本数が決まっているとの納得のいかない回答がありました。地域に老人が増え、例えば
徘徊などして事故にあったら、街灯があれば夜間の視界も広がり、悲惨な事故だって防げま
す。理屈の通らない規制などは排除するべきです。福祉とは直接かかわっていないとは思いま
すがまったく無関係でもないはずです。

自分だけ良ければいいと言う考えの人が多くて、隣に住んでいてもあいさつもないので、もっ
と仲良く和のある生活をしたいと思います。

朝のゴミ出しのことですが、同じ場所でなく毎年順番で各家で置き場所を変えているので遠く
まで持っていく場合本当に困ってしまいます。（足が悪いため。）

健康保険証の取り上げは絶対にすべきではない。（料金が高く払いたくとも払えないのが実態
です。）公営住宅の高齢者の４階・３階居住者はすべて１階にすべきです。戸建では民生委員
の動きはあるが公営住宅居住者は無視されている。公営住宅内の道路の整備が必要です。つま
ずいて転倒などあり。
花沢県議の税免除を請求し延滞料を含め億の税が滞納されている。これらの税を福祉に当てる
なら更に福祉は充実できるのではないか。

現在特に困っていることはございませんが今後地域社会や家庭の福祉的機能が大きく減退する
なかで老後の不安です。ボランティア活動を通してニーズの変化に対応できる地域住民の理
解、協力により相互に補完し合う事が大切と思います。

若い人が地域にいない。子どもの声がしない。

ゴミ収集は時間が早すぎもっと高齢になると困ってしまいます。この辺はうっかりすると8時前
に来てしまうのですから、夏は良いとしても冬などは風邪などひいてる時など本当に困りま
す。今でも自分の家のゴミ出しがようやくです。（時間的に）ゴミ出しの日は前の道路を掃除
（必ず）します。以前80才近い方がゴミの収集車が早く来るのでそのためにどうしても起きて
持ってこなければならないとおっしゃってたのを思い出します。

私は毎日電車で通学をしていますが、先日受験のためラッシュ時にのぼりの電車に乗ったとこ
ろ、私の隣の女性が満員にもかかわらず停車中に自分の荷物を席に置きどこかへ行ってしまい
ました．．．たぶんトイレか何かだと思いますが．．．その間2，3人の老人の方が「ここの席
あいているのかしら？」と私に声をかけてきましたが、どうすることもできませんでした。こ
のような状況ではとても良い社会にはできないような気がしました。挙句のはてにはその女性
は席に戻ると化粧をはじめました。

とにかく老人が多い。若い人が一人もいないわけではないので町をもっと活動的にしてほし
い。前はお祭りとか大きかったが今はさみしすぎる・・・難しいのは重々承知だが老人のケア
もしつつ若い人もサポートしてほしい。昔、千城台などを分譲して父・母が入り、僕達を生ん
でそれっきり、若い人は町を離れてしまった。

父親が障害を持っていて、母親一人でめんどうを見ています。新しい地域に移り住んだため、
身近な近隣住民との交流がなく、先が心配です。

ベビーカーで移動する時、段差がある道が多すぎる為、遠回りしなければならない事があり、
不便です。
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買い物や病院通いを手伝ってもらえる有償ボランティアの様な組織が出来るといいと思いま
す。この地域は退職後の元気な男性も大勢いる様なのですが、そういう組織づくりは、なかな
かできない様です。又、そういう場合あまり近所同志でやるのはお互いに不都合の様です。行
政の方で、そういうきっかけづくりみたいなことはできないでしょうか。

貝塚・桜木・加曽利・大宮地区

１　老人が老人を看護せずにすむ社会福祉の向上
２　老人を看護している間に自分が老人になってしまう人生、介護のあり方を見直す時代ではないか

今現在、精神病で自宅療養中なので気軽にスポーツできる様な、又は安くスポーツが学べる講座が欲
しい。毎日、犬の散歩に出かけているが、犬の糞の始末をしない飼い主がいるみたいで、最低限マナー
を守って欲しい。

現在、夫婦共に健康であり自治会もしっかりしているので特に困っている事はない

老人が多い大宮台では、スーパー迄買い物に行くのに遠くて困ります。行きは良いが帰りは重くて大変
です。

規制、管理の時代から小さい行政による福祉も自己責任の時代となりつつあるようだ。でも、人生、終末
まで、他人に手をかりずには、いられない。人により差はあっても大なり小なり他人の手を患わすこととな
り相互扶助であろう。生を終わるまで、心身共に１００％の人生など、神仏でない限りあり得ない。それを
支えるのが福祉であろう。心温かい近所の助け合いが何よりも大切である。和と共助扶助の心こそ福祉
の最高の理念であろう。
現在のところ、困っていることは起きていません。しかし将来はわかりません。不安は残ります。一円でも
血税なのですから無駄を省き本当に生きた税金の使い道を考えて欲しい。箱物は、公務員の数を増加
させるだけ。神奈川県、横浜市等進歩した考え方の政令都市などを見習って無駄を省いて欲しいと強く
希望します。高齢者の福祉関係の受益と若者の負担についてもバランスを考えて行くことも必要と思い
ます。

家族に病院がいる時、最後は家族（身内）が看護することが病人にとって一番良い事だと思います。いく
ら福祉サービスが充実しても私の三年間続いている看護の結果、そう思います。

空き巣などあるのに警察官の巡回などここ何年も来ている様子を見たことがない。道路事情が悪く歩車
道が一緒で年寄り、小さい子どもなど危ないので困る。

近所に下水道整備していない戸建があるため、家の前の下水溝が常に停滞しており不衛生です。
福祉サービスが必要になったときの役所の窓口の区別がわかりにくく「市民へのサービス心」を期待した
いと思います。
「この課では、扱っていません」で終わらせずに利用者が何を求めているかを考えてあげて下さい。

高年齢になった現在、家族だけで解決困難な事態がおきたとき、気軽に隣近所の人達で手助けするよ
うな体制（昔の隣組制度のようなもの）があったらと思います。千葉市及び自治会の支援体制も含めて検
討して欲しい。

１　これからの社会を築いていく子ども（小、中学校）の健全な育成が大事だと思っている。そんな中、大
宮中学校、大宮台小学校への団地からの通学路に歩道がない。通学時、自動車が横をスレスレに通過
している。大切な子ども達を守る為にも早急に団地から学校への通学路に歩道を作って欲しい。
２　老人同志が気軽にお風呂等に入って話し合える場を、身近にある様に各所にそれなりの施設を計
画して欲しい。

若者に魅力がない地域になっているので将来はゴーストタウンになる恐れがある。交通の便を改善する
のが必要と思われる。

防災意識の低さ（戸締り）特に５０代～は低いです。
違法駐車
ペット（室内犬等）に対する飼い主のしつけの悪さ＝室内犬特有のヒステリックな鳴き声は騒音では？毎
日毎日では近所の人がたまらないと思います。
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地域の自治会をもっと活用すること、それには班長さんの役割も単に集金と回覧まわしだけでなく近所
の情報連絡役も含めて福祉に関することに関して責任を持って活動できるように意識化することが必要
である。

１　どこへ行けばよいのか？
２　何を必要としているのか？

３０年以上も住んでいると様々 な人間関係が出来、声かけ、近隣住民との助け合いは無理、民生委員は
忙しい、忙しいと声にする。身体と声を使い声を出して自分の出来る事の人が地域の委員になってほし
い。

在宅介護を利用したくても、負担金が高くて払えません。

若葉区役所に結婚相談室を開設して欲しい。

福祉とは‥何処やらの事？？介護用車椅子を押して表通りに出てみても考える事もない。段差で通りま
で出る事も不可。民生委員などは身近な処から福祉を考えてください。

現在、私はディサービス（要介護１）を利用している者ですが介護保険も、もっと前向きに考えて健康体
操、リハビリセンター、水泳等の施設が保険で利用できればと思う。それによって、どんどん自立できる１
日も早く要介護から離れ社会生活が送れることを日々 願っております。割合軽度な人達はディサービス
を受け実感されることと思います。

人と人との関係がうすっぺらなものになってきているので、小さな事柄でも、すぐに大きな問題になって
しまうところ。結局、人は自己中心的な動物なのだとつくづく思う。

現在、元気で不自由なく暮らしていますので困っていることはありませんが、年齢が高くても元気であれ
ばそれなりのボランティアはあると思うのです。例えば話相手ちょっとした買い物等々 ‥。民生委員と
か、各自治体とか地域の地区長さんとかに、細かいボランティアの登録をして自分も社会、又は地域に
役立つことをアピールして困っている人の役にたちたい、又、自分もそんな時、頼みやすいのではと考
えています。

町内に、住民が集える場所があれば良い（自治会館のような高齢者集いの場）
小学校・公民館共に遠すぎる。

家族も高齢により今は車の運転をしているが出来なくなった時、病院等に通うのに不便な時がある。病
院が遠くてバス路線から離れているため

①近隣のアパート住民が、ゴミ出しのルールを守らないため常にゴミがあるため、地域外（車で捨てに来
る）の者が粗大ゴミ（布団、マットレス等）を捨てていく②Ｒ５１道路は駐車違反が多く、死亡事故も発生し
ている取り締まりをきちんとするべきである③犬の散歩の人達の常識のないことフンをさせて、後始末を
していない
１　私たちの居住地は、千葉駅より約１０ｋｍの位置にあり唯一の交通機関はバスのみで、混雑の状況に
よって予定運行時間の誤差がたぶんにあり、千葉駅以遠への通勤・通学者は特に影響を受け、不便を
感じている。
２　従来、共存していた小売商店街が、最近大手スーパーの進出により、閉店に追い込まれ、街の大通
りがだんだんさびれて、活気がなくなった。
　特に衣料品店・金物店・履物屋など生活に密着している店が閉鎖されたため、わざわざバスに乗って
時間と経費をかけながら購入しなければならず、特に高齢者には大変な負担になっている。

大宮団地内にディーゼル車排気ガス規制が必要です。
大宮団地内に夜大型車等のスピード規制が必要です。
大宮団地内にモノレール運行を進めて下さい。

個人ではしていないのですが、ゴミを置く場所へ知らない所から来て、それも車できて捨ててはいけな
い物を捨てていかれる時、近所も皆とっても困っています。自治会へすぐ連絡はしていますが‥‥
家の中に大変な方がいても、隠すような所もあるので、一寸おせっかいも気になる場合があります。後で
おせっかいばあさんと言われてしましますからね。自分が一人暮らしになったときを想像し、いつも健康
な体でいなければとつくづく思います。

路上駐車が多くて困る
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近所付合いは全くない。お互い話し合おうとしない。近所の葬儀にも全く無関心

その地域でかならずスペシャリストが結構いるものです。そういう方よりお茶でも飲みながらお話しを聞く
チャンスが欲しいものです。
色々 なボランティア活動が有ってそれぞれに良さがありますが、その活動から知り得た情報を、私は知っ
ているとばかり鼻高々 に他で話をされる方が居る。話をされる方は何も感じない様子だが、知らされる事
をきらう方も居る。ボランティア活動を促進する上での課題だと思います。しかし一方では独居のお年寄
りの顔が最近見えないがどうしているかのような話しは早くに近所の人に伝わればと思う事もあります。
何か良い対策があればと感じています。

行政、警察が遠すぎて又交通等も不便ゆえ、利用時には不便である。
高齢化社会にむけ福祉等に特に充実した行政指導をお願いしたい。

階段段差が多い
路上駐車が多い
夜間の照明が暗い

他人まかせの思想が多く主体的にものごとを考えることがない。誰か（民生委員、福祉協議会等）にまか
せていることが多い。福祉は自分達が積極的にやることである。身近な出来事を近隣住民が問題として
取り上げて話し合い解決していくことが大切と考えます。

路上駐車が多く、見通しが悪い。
若者が多数集まって、何やっているのか不明な事
雨水溝に生活廃水を流している方がいて、又、側溝に常時、水が溜まり、蚊の発生源となっている。
設置構造も不良だ。
道路を新しく舗装してくれましたが、車が後退で車庫に入れない
何々 の長とか委員とかになると大変な容易でない件もあろうと存じますが、１０～１５年位で次の方にと区
切っては？

ペット類の管理が出来ていない（特に犬関係）糞のしまつ、みだりに吠える、不潔で臭いなど、隣近所に
迷惑をかけていることが解ってない住民が多い事、取り締まり条例が必要と考える。
住宅地内での不法駐車が多い、高齢者子どもの交通事故に結びつく。昼夜の取り締まり指導を促進す
ることをお願いしたい（特に住宅街）

昔からの土地の住民と新規に移り住んだ人々 との疎通がなく何事があっても知らぬふりをしている

私は、主人の協力があり実母を８８～９６才で亡くなるまで面倒を見、脚、足腰不自由になってからも介
護しましたので私達夫婦は子供に面倒かけずに死ぬまで元気をモットーに日々 食物・運動・適当なサ
プリメントを活用し心掛けておりますので私は、ここ数年病院のお世話になっておりません。私も主人も
若い頃より顔色良く健康になりました。家族全員の洗濯は一気に引き受け子・孫の応援・援助に努めて
おります。

一人暮らしの老人が多くなり、夜、何か起ったときの緊急連絡を近隣の人にお願いしたいがどういう手続
きをするのか。例えば、有償ボランティアの手続きなど

総合病院に治療を受ける場合など交通の便が悪い。

現在は、年３回春、夏、正月前に特別養護老人ホームにお手伝いに参加しています。個人的には家、
周囲とバス停より家の横、西側を毎週１回ビン、カン、ゴミ或いは月１回、指定日ゴミ提出日に回収物を
指定場所へ出しています。大分県では全県運動で小学校からゴミ０運動と聞き及んでいます。全市運
動で月１回すると全市で綺麗に少しは成ると考えます。全市運動を各区毎に決めて実施すると子供の
教育と大人への「刺激」に成ると思います。

若葉郵便局を造ってほしい（区役所付近）
ゴミを今だに焼いているのでやめさせてほしい。

いろんな申請や手続き等の相談窓口の充実（年配者へのやさしさ）

朝、夕方、交通渋滞にてＲ１２６号線使用にて都市交通モノレールの延長とドッキングを待っております。

福祉とはまだピンとこないけれど、これから考えていきたいと思っております。
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いろんな性格の人がいますので、やたらな事はできません。自分ならこうしてもらうと嬉しいがその人に
とっては、わずらわしい事かもしれません。そして人の生活をねたむ人もいますし、小さなグループがあ
り、その中に入るのはとても難しいです。
何かあるとすぐ怒鳴ってくる家もあります。昔よくやられました。今は近づかないようにしてます。

保健医療の福祉に関する施設の所在が又内容がわからず今後の不安が有り困っております。

ゴミ出し

申し込めば、すぐに入居できる老人ホームを沢山作って下さい。介護の認定をもっと早くしてほしい。

粗大ゴミ（不燃物）を、所定の手続きをしないで、通常のゴミ捨て場に廃棄している人が多い。（注意して
も全く聞かないので困っている。）

いきいきプラザへ行きたくても遠くて行けません。もっと方々 に、いろいろとすぐ行ける様な所をつくって
下さい。

①地域（区）内に公営のグループホームを設置してほしい
②入院する程ではないが、生活のリズムがめちゃめちゃの我が子（同居）の為に、地域に援護寮を創っ
て欲しい。
③精神障害者でも働ける。給料の貰える職場が欲しい。
④精神障害者のためのホームヘルパー（家事援助だけでなく）制度を法律通りに運用して欲しい。
⑤ひきこもりに陥っている精神障害者を解放するために「ひきこもり訪問事業」を行政でやってほしい。こ
れには大学の先生・福祉士等の専門家の協力が必要

新興住宅地であるため、住民間の関係が希薄であるが、名簿や地域広報紙の実名記載等は悪用され
るおそれもあり、「まず名前を」の一歩目が難しい。

私は６７才で、妻と二人暮しです。近所は一人暮らしが増えていずれ自分達もそうなるでしょう。会社勤
めの頃は近所とは最少のお付き合いが気楽だと交流してこなかった、そのつけが老後の孤独な暮らしを
せざるを得ないことになりました。高齢者の福祉について何ができるのか？何をしてもらいたいのかを自
問した時に定年後は自分にできることを通じて、気取らずに気楽に地域社会にとけ込むことであり、そこ
から新しいコミニケーションが生まれるのではないでしょうか。バラバラな老人をつなげることから相互理
解が生まれ相互扶助につながると思います。

ゴミの不法投棄、マナーが悪い人が急増
老人ホームの増築、困っている人が多い
地域で、子供を守るように

歩行者専用道路の整備をしてほしい（道路が狭かったり、傾いたり、段差があったりで特に車イスの人は
安全に通れてない現状）障害者が受けられるサービスの充実（例：市原市に住んでいた際３級でタク
シー半額券を交付されていたが、千葉市に転入後は交付なし。千葉市は２級以上とのこと。同じ県内で
格差があるのはおかしいと思う）

都賀・若松地区

困っていることはないが人の上に立って多数の人々を引っ張っていく人を捜す事併せてこの様
な人を育成する必要を感ずる。

お店が少ない。特にお茶をするとか軽い食事ができるような。いい所なのですが田舎に住んで
るような不便です。バスもなく（千葉行きの）、千葉までなら電車ですが、祐光あたりに行く
時、年を重ねると駅までも大変そう。

最近、地域でひったくりをはじめとする犯罪が多発している。テレビの報道などで、各地で起
こっている自衛組織など行政が呼びかけるなどして、自治会などに働きかけて進めて行けない
だろうか。
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私は主人に代わって代筆しております。主人は一年前から病に伏せ、家庭で介護のお世話に
なっております。病める夫の介護が精神的にいかに大変かと身を持って感じております。労働
力は別としてＡ型の私には精神的な介護人のカウンセラーが必要と思います。時代が変わって
自分たちの身は自分たちでの時代です。老後の人生を守っていくことに努力しています。市の
介護の気遣いには感謝しております。

役所がなにかをしなければいけないという考え方が間違っている。余計なことをしなければ人
手も必要なく人件費も必要ない。天下り先の確保のために行うことはやめてほしい。そうすれ
ば住民税も下がるはずである。

要支援者に対する必要なサービス量の確保を実現するサービスの総合化に向け問１４の１，
３，５，６，１１を千葉市地域福祉計画に盛り込んでいただきたい。また、公・民要支援者、
社会福祉施設のネットワーク作りに重点をおいてください。ネットワークの充実により住民参
加がしやすくなり、共に生きる社会づくりが実現されると思います。

現在主人・私とも80歳代の２人暮らし（年金生活）。持病もあり現在２人とも通院中です。万
一にも家事ができなくなった場合の心配。万一どちらかが痴呆にでもなった場合の心配。災害
の場合の避難の心配。

仕事を持っているので、時間的余裕がなく空いている時間だけの活動では迷惑をかけるのでは
と思っています。
また、世代間交流も強制的なものがなく、お金で済ませればという方向になってしまいます。

今は困ってませんが、先の事を考えると不安になります。

高齢者の活躍の場、例えば、手仕事の提供とか若い人（主婦）への悩みの相談とか、お年寄り
でもできる仕事は多くあると思います。その窓口となるべきところがあるのでしょうか。生き
がいのある人生を欲するのは、歳に関係ないのではないでしょうか。自分を求めてくれる求め
られている存在であることを自覚できる状況にすることこそ、高齢化社会には必要ではないで
しょうか。

私は福祉の本当の意味をわかりません。もっと誰にでも理解できるよう具体的に知らせていた
だけないかと思っております。今行っていると思われる福祉は本当の意味の福祉ではないよう
な気がしてなりません。

老人をねらった悪徳商法が横行している。この悪行から老人たちを守る手段はないものか？

地域の民生委員・児童委員の名前、住所がわからない。自宅に表記されたりしてあるのでしょ
うか。表札と同じ様に門に表示されたらどうでしょうか。

表通りなので、①ゴミの投げ捨て②タバコのすいがらの投げ捨て③ジュースの缶の投げ捨て④
車が発車するときもその前を平気で歩く人または自転車も一時停車しないで平気で通っていき
マナーが全然なっておりません。

自宅の前の道ですが、道幅の狭い道路にもかかわらず、朝の通勤時になると交通量が多く、危
険に感じることがあります。

現在、８０歳以上，近所の人達と介護サービス等皆様のおかげで、不自由なく独居生活を送っ
ております。自分でも注意して周囲にご迷惑をかけないよう心がけております。感謝いたして
おります。

介護制度の充実・施設の整備、特に特養老人ホーム施設の増設など考えて頂きたく思います。

福祉の範囲外かもわかりませんが、交番の警察官を増員して空き巣、ひったくり盗難等をなく
して安心して生活できるようにして欲しいと思っています。
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駅から自宅までのバスの便が少ない。
隣家がアパートであるが，ゴミ出しの約束が時々守られていない。その上班にも入らないの
で，清掃その他に参加しない。

社会福祉の充実も必要ですが，治安強化も考えて欲しい。

１　犯罪（空き巣，ひったくり）が気になっている。
①安全（犯罪・交通事故）
②廃棄物処理は，福祉の重要部分だと思う。最大の配慮をお願いしたい。
２　近隣の親交が福祉の基礎だと思う。「ネットワーク化」「地区部会」より先に，我々に
とって最も身近な民生委員による実績が積み上げられれば，福祉運動は自動的に拡大するので
はないかと考える。

日頃あまり気にしていない，感心がなかった自分が恥ずかしいです。自分が今気にしているこ
とは道路の渋滞です。仕事上車に乗っている事が多いので道路をなんとかしてほしい。少しも
時間の計算が出来ない，そう感じます。

民生委員の家族の方が，あの家は市からの支援をうけているなど人々に話をしているのを聞く
と嫌になる。民生委員は家族にも話してはいけない事ではないでしょうか。また，民生委員の
（市からの）お世話になっている人が毎日のようにパチンコをしている方がいっぱいおり，私
共の税金で遊んでいる姿を見るたびに，もっと民生委員の方が下調べをして本当に困っている
人にお金をあげるべきと思っております。

子どもも独立し，夫婦だけの方が多くなり，近所の方とも会うことも少なくなり，なかなか地
域の方とも交流がない。

保険や税金の事に関し，市役所や区役所の窓口や電話で質問をした事がある。その際快く応対
して頂いた試しがない。民営化されていない機関とは未だにああゆうものなのですね。何故市
民より一段上に居る様な対応，態度なのでしょうか。ああいった方々と「協力して福祉のまち
づくり」などと言われても，正直失笑してしまいます。職員の方々に，一般市民と同じライン
に立った感覚をまず養って頂きたいです。

自宅，学校の近くでの道路開通により，車の騒音，振動等不快であり，通学路の危険を増加さ
せてまで道路の開通も必要であったが，今でも疑問が残る。

①当地域は東京に出る快速電車が一時間に一本しかありません。その電車に接続するバスに乗
るのですが，駅での乗り換え時間が少なくこまっています。もう少し余裕をもって頂きたいで
す。
（若い人達は，走って乗っていますが，私は無理です）
②今は車で外出していますが，先々車を使わない生活になりますので，バスの利便性の向上を
お願いします。高齢者が積極的に移動する手段としてのバスを考えてください。

今現在特に困っていることはありませんが，自治会会員の３０％が６５才以上という事で，今
後益々高齢化が進むと思われます。その時，問１４のすべてが重要だと思います。
私共地域における悩みは，路地裏などは比較的新たに排水溝なども整備されて良いのですが，
車道と歩道のある広い道路の歩道の部分が街路樹の根などによって大変いたんでおり，歩くの
に危険です。住み良い街作りの一つとしても緊急時防災，安全対策としても整備される事をお
願い致します。

近くに交番が出来たら良いと思います。（私の町にはありません）
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①現在の行政の一番の問題は，住民が市・区役所へ行った場合の職員の対応がまだまだお上の
姿。職員の意識改革をもっと専門分野の知識を実際面に接して，学び，地についた応対が出来
るようにすること。
②他市の中には，住民の気持ちを吸い上げて活動している。もっと近辺の他市町村の職員，行
政のあり方を考えてほしい。
③何回もアンケートを書きましたが，千葉市は障害者，老人，子ども達にとってくらしにくい
です。その中で私は少しでも私が年をとった時，千葉市で住んでいてよかったと思いたいの
で，老骨にむちうって頑張っています。

最近，高齢者が増え，７３～８０以上の独居又は高齢者２人暮らしであり，各々頑張っている
が，今の世の中というか，今の若者は考えが違い，協力心がまったくないのに驚いているしだ
いです。これも子供の教育又，しつけがないのではないでしょうか？人を思いやる心がほしい
ものです。又感謝の気持ちをもってほしいものです。

空気のよごれ。（バイクなどによる）

現在は，お蔭様にて元気で生活しております。皆様のお力を必要となった時には，素晴らしい
計画が血の通ったものであることを願っております。

坂月・更科・白井地区
交通の便が非常に悪い。

家の近くにスーパーや本屋さん等がない。

ゴミの不法投棄が多い。

更科バス（農政センター－千城台）の増発についてご高配いただきたい。

自宅近くの山道にゴミが大量に投棄されること。
交通の便が悪いこと。

日常での買い物。近くにコンビニがありますが、副食の様な物があまりありません。スーパー
まで行くのはバスで不便で困ります。

私は、本年77歳を過ぎました。同じ千葉市に住みながらいまだにバス停もないし残念です。毎
日病院へ通ってますが子どもが会社から帰るのを待ちそれから病院に連れて行ってもらいま
す。福祉の皆さんよろしくお願いします。

今後、歳をとっていくにつれ、車の運転ができなくなったり移動が困難になったりしたとき、
近隣の方との助け合い（援助してもらう）体制がなかったら不安になると思います。また近く
に困っている方がいたらできることをしてあげたいと思いますが、現状では近隣の方との結び
つきは希薄です。（自分も含め）もっと皆が社会福祉活動に目覚めることが大切だと思いま
す。

道路の整備（福祉とはかけはなれていますが）現状では道路を安心して歩ける状態ではありま
せん。大人の人でそうですから、子供さんは通学等で苦労している様な状態ですので都市部並
とはいいませんが、農村部でも安心して歩ける道路がほしいと思っております。
子供たちとのコミュニティの場で地域内の昔からの話また伝統などを一緒、考える会が必要で
す。

家の前の道路が狭いのに大型ダンプカーが頻繁にとおり騒音に悩まされています。子供はもち
ろん大人も歩いて通れません。通学するには無理な道路です。

高齢者、女性が多く住んでおり、若い人が少なく国道沿いの為か、街灯がほとんどない。安全
面が全く確保されていない。（ガードレールは無いし、歩道はでこぼこで危険だし、どうした
ら改善されるのでしょうか？）

老人２人のため急病に関しての病院が遠方夜間などで不安です。
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水質が悪く、買って飲んで３～５年位になる。道路が悪く（どぶ）も細くてつまっているので
大雨の時は家が古いので下水の水が家の中の風呂場に進入するのでひけた後が大変だ。今度便
所が水洗化するとの事でなやんでる。家がせまくてできるかどうか見に来て調べていただきた
い。おまけに歳が８７歳なので体も弱って今足が悪く活動もしにくいのである。

我が家はもとより、近隣の高齢者の方たちとどの様に接していけば良いのか悩むことがありま
す。若い者はサラリーマンが多く、なかなか普段から接することが少なくお互いを理解出来ず
にいるのが現状です。今の世の中、どこまで入りこめばいいのか難しいと思います。考えさせ
られる事も多いようです。少しづづではありますが、地域に溶け込んでいける様努力している
所です。お互いに助け合える地域づくりができればと願っております。

いろいろな病気でわからないことが電話などでいつでも聞きだす事が出来たらよいと思いま
す。
ゴミだしの場所がとても遠くて車が危ない所にあります。家の近くに出すことが出来たらよい
と思います。あまり数が少ないと思いますのでよろしく。
これから先が大変です。

交通手段が限られていることが不便です。私は運転免許がないので通勤も最寄りの駅まで両親
に送ってもらったりしています。そのため、１人暮らしをしなければならいかと考えたりもし
ます。もしも、袖ヶ浦市のように自動車教習所の送迎バスが利用できるシステムだったり、タ
クシーも少し割安になったら１人暮らしせずにこのまま生活できるのですが。

高齢化が進み保険料や保証が少ない上、医療費も高い（負担）ので病院にもなかなか行けない
現状ですよね。もっと税金を有意義に使ってほしい。福祉、福祉といいますが高齢者が多い世
の中体が不自由で働けなく介護疲れで自殺する人も少なくないですよね。もっともっと国でど
うにか考えてほしいですよ。

私の住んでいる所より保健センターに行くのにバスの回数も少なく千城台のモノレールの駅へ
出るのに不便です。タクシーを利用して出かける様になる。利用者が少ないので仕方がないの
でしょう。農政センターに行くバスが利用できると良いと思います。

国民年金、国民保険、その他の税金など払っていくのに大変でため息がでます。行政側はけっ
して無駄な税金の使い方をしていないことを心から願っています。
子供の医療費負担を３歳未満（診察料200円のこと）でなく小学生就学前までにして欲しい。

バスの本数をもう少し増やして欲しい。

駐車場がない。
終バスが早すぎるため遠出ができない。（千葉まで約25分）終バス千葉発9:25分（土･日）

病院、郵便局、銀行などが遠く交通が不便。
空巣、ちかんが最近多く治安が心配。

例えば福祉サービスを受けるにあたっても、具体的にどんなサービスが受けられるのかといっ
た情報がいちいち窓口に行って問い合わせないとわからない。知っている人はサービスを受け
られるか知らない人は何もしてもらえないという状況がないようにしてもらいたい。いろんな
手続が１つの窓口で済むように行政の横のつながりを密にしてほしい。これはあっちの窓口、
これはまた別の窓口と１回で用が済まないのが大変困る。役所からの文章がもっとわかりやす
くしてほしい。老人でも理解できるように大きな文字や簡単な文で書いて欲しい。

親、子、孫の関係の輪が地域に根付かない。

私としての思い。今は健康ですが、将来身体が悪くなった場合国民年金で入れる様な病院が欲
しいと思います。老人が病院に入っても他の病院に廻されるとのことですが、長く居られる様
にお願いしたいと思います。
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地域の委員の（質）例えば、委員が主体的に活動して地区をどのように向上させていくかとい
うような考え方、計画、実行、実際の状況などに対し、質を向上させ地域全体のモラルをあげ
ていくことで、住民参加、住民参画に発展していくのでは。他人事から自分ごとにとらえてい
く環境や状況をつくるために行政の担当者は熱をもって働きかけてほしい。アンケートの設問
も行政のレベルになっていませんか？半分あきらめている、どうせ言ってもだめ、と思ってい
る住民にとって、どう信頼を取り戻すか考えてほしいものです。

自分の近くの畑でジュース缶のつぶし工場があります。朝早く3時頃から大型トラックが出入り
していますが農道のため非常にせまいので業者は畑の中で立って待っています。非常に危険で
す。これを何とか（大型進入禁止等）していただきたいと耕作者はもちろん、関係者一同大変
困っていますので解決方法を講じていただきたいと思います。（通学の児童もいますので）

ボランティアをしようと思ってもどこにいけばいいのかわからない。
気軽に参加できるボランティア活動があるならやってみたい。知りたい。モノレールの運賃が
高い。近所でドメスティック・バイオレンス（配偶者への暴力）の恐れのある家庭があっても
助けてあげることができない。

私の家の回りは生活を始めた人がだいたい一緒（居住年数）のため同じ様な年代が多く高齢化
社会になりつつあります。そのため、地域の活動が今少し消極的なので困っております。同居
する形の家はあまり見られません。自治会の運営があやしくなっている状態なのです。

１　野菜畑にと借地で汗水たらして少しづつ作っていてもうすぐ食べられるというときに除草
剤とかかけられてメチャメチャがっかり
２　家の周辺でもいろいろ悪さされる
３　物置の鍵をうっかりかけ忘れたりしたとき家の中をかきまわされて大切にしてたもの数々
なくなっていてとまどっているが付け火でなくてよかったです。

隣組であっても挨拶すらできない。人として結びつきが極めて希薄である。この根幹は予想も
しなかった大戦に敗れ人々の神国日本の神話も崩れ何も信頼できない、したくない心がそだっ
てしまったところにあるように思われてならない。戦前の良き伝統である助け合い思いやりの
心の育成が急務と思われる。隣近所の人々が簡単に出来る具体的行動を通して育てていくこと
を考えるべきでしょう。

近くにスーパーのようなものがないので日常の買物に不便を感じています。また病院に行くに
もタクシーをしょっちゅう使える程年金をもらってないのでついつい我慢して病院にいけませ
ん。また投票所が遠いので、心ならずも棄権することが多いです。

交通の便の悪いところに住んでいるので・・・運転もできません。せめて１ヶ月に１度でもい
いから若葉区のいきいきプラザ～緑区のいきいきプラザ、千葉寺の青葉の森など、朝晩定期バ
スのような物があれば幸いだと思います。

交通の便が悪い。
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第３部　アンケート用紙

　１　年齢はおいくつですか。（平成１６年１月１日現在）
１）　16～19歳 ２）　20～29歳 ３）　30～39歳 ４）　40～49歳
５）　50～59歳 ６）　60～64歳 ７）　65～74歳 ８）　75歳以上

　２　性別はどちらですか。
１）　男性 ２）　女性

　３　あなたを含め，同居されている家族構成について伺います。
１）　単身 ２）　夫婦のみ ３）　親・子の二世代
４）　親・子・孫の三世代家族　５）　その他（　　　　　　　　　　　　　）

　４　ご職業は何ですか。主なもの１つに○をつけてください。　
１）　自営業 ２）　会社員 ３）　公務員・団体職員
４）　パート・アルバイト ５）　学生 ６）　専業主婦
７）　年金生活者 ８）　無職 ９）　その他（　　　　　　）

　５　あなたは，現在のところにお住まいになって通算して何年くらいになりますか。
１）　５年未満   ２）　５年～９年   ３）　１０年～１９年
４）　２０年～２９年  ５）　３０年以上

　問１ あなたは，ご近所の人と，どの程度のお付き合いがありますか。
１）　ほとんど近所付き合いはない
２）　顔を合わせればあいさつする程度
３）　普段から簡単な頼みごとをする程度
４）　なんでも相談し助け合えるとまではいかないが，内容によっては相談し助け合う
５）　何かで困ったときには,なんでも相談し助け合う
６）　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　問２ あなたが地域で住民相互の「助け合い」として，何ができると思いますか。主なもの３つ以内で
○をつけてください。
１）　安否確認の声をかける ２）　趣味など世間話の話し相手になる　　
３）　ちょっとした買い物を代わりにする ４）　朝のゴミ出しをする
５）　玄関前の掃除を代わりにする ６）　短時間子どもを預かる
７）　子育て・介護などの相談にのる ８）　その他（　　　　　　　　　　　　）

２　地域との関わりについて

１　あなた自身のことについて

若葉区地域福祉計画に関するアンケート
調査票
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　問３ あなたは，これまでに地域活動やボランティア活動をしたことがありますか。
１）　現在，活動している
２）　以前，活動していたことがあるが，現在はしていない
３）　活動したことがない
※１）と答えた方は，問４・５へお進みください
　２）・３）と答えた方は問６・７へお進みください

　問４ 問３で１）と答えた方におうかがいします。どのような活動をしていますか。あてはまるもの
すべてに○をつけてください。
１）　高齢者支援に関する活動
２）　障害者支援に関する活動
３）　子育て支援に関する活動
４）　健康づくり・医療に関する活動
５）　自治会・子ども会・ＰＴＡに関する活動
６）　教育・文化・スポーツの振興に関する活動
７）　地域での清掃活動
８）　防犯，防災など安全な生活を守るための活動
９）　交通安全に関する活動
１０）その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　問５ 問３で１）と答えた方におうかがいします。活動のきっかけはどのような理由ですか。主なも
の１つに○をつけてください。
１）　地域をより住みやすいものにしたいから
２）　社会や他人のためになる活動がしたいから
３）　知識や技術を身につけたいから
４）　新たに友人･知人を得たいから
５）　持ち回りの当番制となっていたから
６）　友人に誘われたから
７）　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※問８へお進みください

　問６ 問３で２）・３）と答えた方におうかがいします。あなたが地域活動・ボランティア活動を
しない理由は何ですか。主なもの１つに○をつけてください。
１）　仕事をもっているので時間がない
２）　活動したい気持ちはあるが，きっかけがつかめない
３）　どのような活動があるのか地域活動・ボランティア活動に関する情報がない
４）　興味のもてる活動がみつからない
５）　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　問７ 問３で２）・３）と答えた方におうかがいします。今後，あなたは地域活動やボランティア
活動をしたいと思いますか。
１）　活動したい ２）　できれば活動したい
３）　あまり活動したいと思わない ４）　まったく活動したいと思わない
５）　わからない
※問８へお進みください

３　地域活動・ボランティア活動について
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　問８ あなたは，地域福祉の推進を目的として活動している「千葉市社会福祉協議会」を知っています
か。
１）　名前も活動内容も知っている
２）　名前は聞いたことがあるが，活動内容はよく知らない
３）　名前も活動内容も知らない

　問９ あなたは，おおむね中学校区で組織され，地区内での交流や助け合いなどに関する活動を行って
いる「社会福祉協議会地区部会」を知っていますか。
１）　名前も活動内容も知っている
２）　名前は聞いたことがあるが，活動内容はよく知らない
３）　名前も活動内容も知らない

　問１０ あなたは，市内で約１，３００人の方が活動している「民生委員・児童委員」を知っていますか。
１）　名前も活動内容も知っている
２）　名前は聞いたことがあるが，活動内容はよく知らない
３）　名前も活動内容も知らない

　問１１ あなたは，本市で行っている様々な福祉サービスに関する情報をどこで入手しますか。主なもの
３つに○をつけてください。
１）　市政だより ２）　市役所・区役所の窓口
３）　自治会の回覧板 ４）　近所の人・友人
５）　新聞・雑誌 ６）　インターネット
７）　社協だより ８）　社会福祉協議会の窓口
９）　テレビ・ラジオ １０）その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

　問１２ 今後，高齢化が進んでいく中で，福祉サービス需要のさらなる増大多様化が見込まれますが，財
政的な面から,十分な福祉サービスの提供が困難になるものと考えられます。そうした中で，福
祉サービスを充実させていくうえで，行政と地域住民との関係についてあなたの考えに最も近い
もの１つに○をつけてください。
１）　福祉を実施する責任は行政にあるので，税負担をすでに担っている住民は特に協力するこ
　　　とはない
２）　行政だけでは解決できない福祉の課題については，住民が協力して行う
３）　福祉の課題については，行政も住民も協力しあい，ともに取り組むべきである
４）　家庭や地域で助け合い，できない場合に行政が取り組むべきである
５）　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※２）・３）・４）と答えた方は,問１３へお進みください。
　１）・５）と答えた方は,問１４へお進みください。

　問１３ 問１２で２）・３）・４）と答えた方におうかがいします。今後,民間による福祉サービスと
して,特に重要と思うことは何ですか。１つ選んで○をつけてください。
１）　近隣住民の中で助け合う
２）　社会福祉協議会地区部会の会員数を増加し,活動を発展させる
３）　有償ボランティアも含め,ボランティア活動をさらに発展させる
４）　保健福祉に関する活動を行うＮＰＯ法人を育成し,活動を活発化させる
５）　民間による福祉活動を発展させる
６）　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

４　福祉のまちづくりについて
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※問１４へお進みください。
　問１４ 今後福祉のまちづくりのためには，どのようなことが重要だと思いますか。主なもの５つ以内で

○をつけてください。
　　　 １）　身近な近隣住民，民生委員などによる相談支援体制の整備

２）　地域の様々な社会福祉施設との交流
３）　区福祉事務所・保健センターなどの相談支援体制の充実
４）　福祉サービス利用のための適切な情報を得る体制づくり
５）　地域における福祉サービスのネットワーク化
６）　保健・医療・福祉の連携による在宅サービスの充実
７）　ケアマネージメント，ソーシャルワーク機能の充実
８）　福祉サービスの利用者の権利擁護
９）　学校教育における福祉教育の充実
10）　生涯学習におけるボランティア・地域活動による自己実現
11）　ユニバーサルデザインによるまちづくり
12）　緊急時の防災・安全対策
13）　体と心の健康づくり
14）　ボランティアの養成
15）　社会福祉従事者の専門性の向上，人材の育成
16）　様々な地域住民の交流による相互理解
17）　社会福祉活動に関する知識・情報提供の体制整備

　問１５ 最後の質問です。あなたが地域で生活する上で,困っていることは,どのようなものですか。
あれば具体的にご記入下さい。

　　　　　調査にご協力いただき誠にありがとうございました。
ご回答もれがないかご確認の上，同封の封筒（切手不要）に入れて
　　　　３月５日（金）までにポストにお入れください。
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第４部　福祉関連施設等一覧

小倉・御成台千城台西北・千城台東南地区

区分 施設の種類

定員※
（小･中学校はH15.5.1時点の在

校生徒数、子どもルームは
H16.4.1時点の利用児童数）

施設の名称 住所

特別養護老人ホーム[介
護老人福祉施設]

50 千葉市和陽園 千城台南4-13-1

養護老人ホーム 80 千葉市和陽園 千城台南4-13-1

5 グループホーム ノーマライ心の花 千城台北1-29-7

－ アット・ホームケア千城台 千城台東2-20-1

デイサービス施設 15人／1日 財団法人柏戸記念財団
柏戸デイサービスセンター

小倉台4-18-3

訪問看護ステーション － 訪問看護ステ－ションかがやき 小倉台3-2-5
ＭＫ小倉台103

介護福祉士養成施設 － 植草学園短期大学 福祉学科　地域
介護福祉専攻

小倉町1639-3

12 しあわせの家 小倉台5-6-6

8 やまびこ 小倉台6-1159-26

6 悠　々 千城台西1-4-7

3歳以上50 小倉台保育所 小倉台4-18-2

3歳未満30　3歳以上70 千城台西保育所 千城台西3-8-1

3歳未満60　3歳以上120 千城台東第一保育所 千城台東2-8-1

3歳未満35　3歳以上75 千城台東第二保育所 千城台東4-33-1

190 泉 小倉台3-11-1

200 のぞみ 千城台西1-31-1

270 へいわ 千城台東1-6-2

360 千城東 千城台東3-14-13

285 千城台南 千城台南2-8-4

602 小倉小学校 小倉台5-1-1

253 千城台北小学校 千城台北1-4-1

208 千城台西小学校 千城台西2-21-1

457 千城台東小学校 千城台東1-15-1

318 千城台旭小学校 千城台東3-18-1

209 千城台南小学校 千城台南1-19-1

高
齢
者

障
害
者

児
童

痴呆性老人ホーム

心身障害者ワークホーム

保育所

幼稚園

小学校
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区分 施設の種類

定員※
（小･中学校はH15.5.1時点の在

校生徒数、子どもルームは
H16.4.1時点の利用児童数）

施設の名称 住所

60 小倉小学校 小倉台５－１－１

50 千城台北小学校 千城台北１－４－１

32 千城台西小学校 千城台西２－２１－１

53 千城台旭小学校 千城台東３－１８－１

60 千城台南 千城台南２－３－２７

353 千城台西中学校 千城台西2-20-1

316 千城台南中学校 千城台南1-20-1

青少年相談 － 青少年相談センター東分室 千城台西2-1-1
千城台市民センター2階

保育士養成施設 －
植草学園短期大学 福祉学科　児童
障害福祉専攻 小倉町１６３９－３

補導センター － 青少年補導センター（東分室） 千城台西2-1-1

コミュニティセンター － 千城台コミュニティセンター 千城台西2-1-1

公民館 － 千城台公民館 千城台西2-1-1

貝塚・桜木・加曽利・大宮地区

区分 施設の種類

定員※
（小･中学校はH15.5.1時点の在

校生徒数、子どもルームは
H16.4.1時点の利用児童数）

施設の名称 住所

50 サンライズビラ 大宮町2107

50 菜の花園 大宮町1621

介護老人保健施設 120 介護老人保健施設秀眉園 加曽利町1803-1

25人／1日 デイサービスセンターサンライズビ
ラ

大宮町2107

20人／1日 飯倉整骨院デイサービスすずかけ 大宮台7-12-2

45人／1日 シャローム若葉 桜木町492-5

訪問看護ステーション － 訪問看護ステ－ション加曽利 加曽利1835-1

－ ｼｬﾛー ﾑ若葉在宅介護支援センター 桜木町492-5

－
千葉市基幹型在宅介護支援セン
ター 桜木町567-1

高齢者スポーツ広場 － 高品高齢者スポーツ広場 高品町３７１-１

老人福祉センター － 大宮いきいきセンター
大宮台7-8-1
大宮小学校内

高
齢
者

在宅介護支援センター

中学校

そ
の
他

デイサービス施設

子どもルーム

児
童

特別養護老人ホーム[介
護老人福祉施設]
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区分 施設の種類

定員※
（小･中学校はH15.5.1時点の在

校生徒数、子どもルームは
H16.4.1時点の利用児童数）

施設の名称 住所

重症心身障害児施設 40 千葉市桜木園 桜木町138

知的障害児通園施設 40 千葉市大宮学園ひまわりルーム 大宮町3816-1

肢体不自由児通園施設 20 千葉市大宮学園ひまわりルーム 大宮町3816-1

身体障害者通所授産施設 30 加曽利更生園 加曽利町1536

身体障害者通所ホーム － 加曽利通所ホーム 加曽利町1536

知的障害者生活ホーム 6 働く仲間の家 貝塚町1173-21

中等部37　高等部86
（H15.5.1時点の生徒数）

千葉市立養護学校 大宮町1074

小68　中42　高40
（H16.4.1時点の生徒数）

県立桜が丘養護学校 加曽利町1538

3歳未満35　3歳以上55 大宮台保育所 大宮台7-8-2

3歳未満45　3歳以上95 桜木保育所 桜木町25-1

170 大宮 大宮台6-10-3

320 みのり 貝塚町1200

375 加曽利 加曽利町953-3

240 千葉文化 桜木町353-11

170 大宮台小学校 大宮町2082

124 千城小学校 大宮町2655

297 大宮小学校 大宮台7-8-1

756 北貝塚小学校 貝塚町1093

1,014 桜木小学校 桜木町220

45 大宮小学校 大宮台７－８－１

22 加曽利 加曽利町１０３２－３７

53 桜木 桜木町３７２－３

255 大宮中学校 大宮町2077

575 貝塚中学校 貝塚町1340-1

529 加曽利中学校 加曽利町961-5

乳児院 30 千葉県乳児院 加曽利町１５３６

母子生活支援施設 18 千葉市小桜園 桜木町２５－８

－ 大宮公民館 大宮町3221-2

－ 加曽利公民館 加曽利町892-6

－ 桜木公民館 桜木町257-4

障
害
者

児
童

そ
の
他

盲・聾・養護学校，特殊教
育

保育所

幼稚園

小学校

子どもルーム

中学校

公民館
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都賀・若松地区

区分 施設の種類

定員※
（小･中学校はH15.5.1時点の在

校生徒数、子どもルームは
H16.4.1時点の利用児童数）

施設の名称 住所

特別養護老人ホーム[介
護老人福祉施設]

50 セイワ若松 若松町792-1

介護老人保健施設[老人
保健施設]

80 介護老人保健施設若松ケアセン
ター

若松町2121

痴呆性老人ホーム 22 グループホーム ひだまりの家 原町69-2

150 ケアハウス若葉園 都賀2-13-1

50 ケアハウスサニー秋桜 東寺山町2-6

25人／1日 デイサービスセンター若葉 都賀2-13-1

39人／1日 セイワ若松デイサービスセンター 若松町792-1

在宅介護支援センター － セイワ若松在宅介護支援センター 若松町792-1

養護老人ホーム 50 清和園 若松町792-1

心身障害者ワークホーム 5 にしつが 西都賀2-15-5-102

知的障害者グループホー
ム 4 ゲンゴロウ みつわ台3-23-29

5 ホープヒル みつわ台2-46-12-103

4 サンライズ千葉 若松町531-252-A-102

3歳未満30　3歳以上90 旭ケ丘保育園 都賀1-20-23

3歳未満50　3歳以上60 都賀の台保育所 都賀の台3-6-1

3歳未満30　3歳以上60 たいよう保育園 みつわ台3-12-1

3歳未満30　3歳以上90 みつわ台保育園 みつわ台5-8-8

3歳未満30　3歳以上60 すずらん保育園 若松町2106-3

3歳未満40　3歳以上80 若竹保育園 若松町331

180 都賀の台 都賀の台4-26-15

160 まこと東 みつわ台2-22-3

270 千葉聖心 みつわ台3-6

270 みつわ台 みつわ台4-23-5

240 若松台 若松町401

328 都賀の台小学校 都賀の台2-13-1

614 みつわ台南小学校 みつわ台1-17-1

470 みつわ台北小学校 みつわ台3-5-1

211 源小学校 源町541-6

695 若松小学校 若松町360-1

125 若松台小学校 若松町984-341

高
齢
者

障
害
者

児
童

ケアハウス

デイサービス施設

知的障害者生活ホーム

保育所

幼稚園

小学校
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区分 施設の種類

定員※
（小･中学校はH15.5.1時点の在

校生徒数、子どもルームは
H16.4.1時点の利用児童数）

施設の名称 住所

53 みつわ台北小学校 みつわ台３－５－１

64 みつわ台南小学校 みつわ台1-17-1

38 都賀の台小学校 都賀の台2-13-1

26 源 源町８２７

64 若松小学校 若松町３６０－１

570 みつわ台中学校 みつわ台2-41-1

581 若松中学校 若松町2106-2

575 山王中学校 若松町774

母子生活支援施設 30 旭ケ丘母子ホーム 都賀１－１－２

－ みつわ台公民館 みつわ台3-12-17

－ 若松公民館 若松町2117-2

コミュニティセンター － 都賀コミュニティセンター 貝塚町1221

坂月・更科・白井地区

区分 施設の種類

定員※
（小･中学校はH15.5.1時点の在

校生徒数、子どもルームは
H16.4.1時点の利用児童数）

施設の名称 住所

50 恵光園 大広町252-4

90 更科ホーム 更科町2593-2

50 ちば美香苑 佐和町322-88

100 清和園 多部田町1468

50 いずみ苑 中田町1044-55

50 中野園 中野町2148-6

80 昌晴園 野呂町736-1

介護老人保健施設[老人
保健施設] 80

介護老人保健施設　はつらつリハビ
リセンター 小間子町3-132

軽費老人ホーム（Ａ型） 50 はつらつの里 小間子町4-6

痴呆性老人ホーム 17 グループホーム 佐和の杜 佐和町322-88

15 ケアハウス恵光園 大広町252-4

30 ケアハウスいずみ苑 中田町1044-55

そ
の
他

児
童

高
齢
者

子どもルーム

中学校

公民館

特別養護老人ホーム[介
護老人福祉施設]

ケアハウス
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区分 施設の種類

定員※
（小･中学校はH15.5.1時点の在

校生徒数、子どもルームは
H16.4.1時点の利用児童数）

施設の名称 住所

30人／1日 デイサービスセンター恵光園 大広町252-4

10人／1日 デイサービスセンターさらしな 更科町2593-2

30人／1日 ちば美香苑デイサービスセンター 佐和町322-88

20人／1日 いずみ苑デイサービスセンター 中田町1044-55

20人／1日 中野園デイサービスセンター 中野町2148-6

20人／1日 昌晴園デイサービスセンター 野呂町736-1

訪問看護ステーション － わかば訪問看護センタ－ 高根町979-1

在宅介護支援センター － ちば美香苑在宅介護支援センター 佐和町322-88

老人福祉センター － 千葉市若葉いきいきプラザ 北谷津町 333-2

身体障害者デイサービス
センター 20 若葉泉の里 野呂町1791-3

身体障害者療護施設 入所36　通所4 若葉泉の里 野呂町1791-3

心身障害者ワークホーム 9 ちゃんぷる 多部田町759-52

知的障害者更生施設 入所36　通所4 中野学園 中野町1574-31

知的障害者授産施設 入所50　通所10 千葉光の村授産園 小間子町1-8

3歳未満25　3歳以上45 坂月保育所 坂月町275-7

3歳未満25　3歳以上40 更科保育所 更科町2073-27

3歳未満20　3歳以上50 多部田保育所 多部田町754-39

3歳以上50 野呂保育所 野呂町622

幼稚園 240 やまびこ 高根町898-2

58 坂月小学校 坂月町298

101 更科小学校（富田分校含む） 更科町2073

301 白井小学校 野呂町215

68 更科中学校 更科町2112

178 白井中学校 野呂町623

－ 更科公民館 更科町2254-1

－ 白井公民館 野呂町1535

障
害
者

児
童

そ
の
他

高
齢
者

小学校

中学校

公民館

デイサービス施設

保育所
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第５部　町丁別人口　（平成15年10月1日現在）　※外国人登録人口含む
（単位：人）

総人口

人口比率 人口比率 人口比率

千葉市 910,569 127,635 14.0% 132,349 14.5% 46,963 5.2%

中央区 178,376 22,228 12.5% 30,463 17.1% 12,042 6.8%

花見川区 181,689 24,931 13.7% 26,228 14.4% 9,085 5.0%

稲毛区 146,566 18,994 13.0% 22,099 15.1% 8,005 5.5%

若葉区 151,303 20,519 13.6% 25,432 16.8% 8,984 5.9%

緑区 109,468 20,256 18.5% 12,890 11.8% 4,836 4.4%

美浜区 143,167 20,707 14.5% 15,237 10.6% 4,011 2.8%

（単位：人）

人口比率 人口比率 人口比率

小倉町　　　　　 4,159 614 14.8% 499 12.0% 178 4.3%
小倉台１丁目　　 680 65 9.6% 159 23.4% 80 11.8%
小倉台２丁目　　 416 38 9.1% 112 26.9% 57 13.7%
小倉台３丁目　　 1,226 128 10.4% 396 32.3% 88 7.2%
小倉台４丁目　　 1,607 268 16.7% 378 23.5% 94 5.8%
小倉台５丁目　　 766 115 15.0% 194 25.3% 49 6.4%
小倉台６丁目　　 1,096 100 9.1% 328 29.9% 131 12.0%
小倉台７丁目　　 996 65 6.5% 342 34.3% 109 10.9%
御成台１丁目　　 426 81 19.0% 36 8.5% 10 2.3%
御成台２丁目　　 938 203 21.6% 88 9.4% 20 2.1%
御成台３丁目　　 1,185 155 13.1% 92 7.8% 40 3.4%
千城台北１丁目　 1,346 170 12.6% 306 22.7% 84 6.2%
千城台北２丁目　 1,471 251 17.1% 269 18.3% 72 4.9%
千城台北３丁目　 747 81 10.8% 187 25.0% 48 6.4%
千城台北４丁目　 242 26 10.7% 35 14.5% 9 3.7%
千城台西１丁目　 1,858 170 9.1% 519 27.9% 166 8.9%
千城台西２丁目　 1,242 131 10.5% 232 18.7% 74 6.0%
千城台西３丁目　 1,167 226 19.4% 192 16.5% 54 4.6%
千城台東１丁目　 1,462 184 12.6% 259 17.7% 60 4.1%
千城台東２丁目　 2,565 381 14.9% 482 18.8% 157 6.1%
千城台東３丁目　 2,072 275 13.3% 341 16.5% 96 4.6%
千城台東４丁目　 2,478 405 16.3% 370 14.9% 127 5.1%
千城台南１丁目　 543 51 9.4% 158 29.1% 57 10.5%
千城台南２丁目　 1,258 150 11.9% 260 20.7% 85 6.8%
千城台南３丁目　 660 103 15.6% 115 17.4% 39 5.9%
千城台南４丁目　 1,082 174 16.1% 224 20.7% 128 11.8%

計 33,688 4,610 13.7% 6,573 19.5% 2,112 6.3%
大宮町　　　　　 4,239 408 9.6% 962 22.7% 375 8.8%
大宮台１丁目　　 530 60 11.3% 186 35.1% 48 9.1%
大宮台２丁目　　 773 87 11.3% 291 37.6% 67 8.7%
大宮台３丁目　　 742 67 9.0% 252 34.0% 53 7.1%
大宮台４丁目　　 957 106 11.1% 336 35.1% 92 9.6%
大宮台５丁目　　 814 84 10.3% 292 35.9% 49 6.0%
大宮台６丁目　　 696 87 12.5% 236 33.9% 48 6.9%
大宮台７丁目　　 603 60 10.0% 156 25.9% 43 7.1%
貝塚町　　　　　 7,466 997 13.4% 1,096 14.7% 436 5.8%
加曽利町　　　　 6,485 762 11.8% 1,248 19.2% 417 6.4%
北大宮台　　　　 1,636 139 8.5% 335 20.5% 100 6.1%
桜木町　　　　　 17,035 2,763 16.2% 2,225 13.1% 735 4.3%
高品町　　　　　 4,235 610 14.4% 413 9.8% 138 3.3%

計 46,211 6,230 13.5% 8,028 17.4% 2,601 5.6%

町丁名

後期高齢者人口
（75歳以上）

高齢者人口
（65歳以上）

年少人口
（14歳以下）総人口

地区
フォー
ラム名

小
倉
・
御
成
台
千
城
台
西
北
・
千
城
台
東
南
地
区

貝
塚
・
桜
木
・
加
曽
利
・
大
宮
地
区

年少人口
（14歳以下）

高齢者人口
（65歳以上）

市・区
後期高齢者人口

（75歳以上）
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（単位：人）

人口比率 人口比率 人口比率

愛生町　　　　　 1,914 239 12.5% 292 15.3% 86 4.5%
都賀１丁目　　　 858 140 16.3% 129 15.0% 64 7.5%
都賀２丁目　　　 1,519 200 13.2% 274 18.0% 154 10.1%
都賀３丁目　　　 1,368 187 13.7% 91 6.7% 18 1.3%
都賀４丁目　　　 743 89 12.0% 96 12.9% 34 4.6%
都賀の台１丁目　 1,254 69 5.5% 298 23.8% 79 6.3%
都賀の台２丁目　 743 41 5.5% 153 20.6% 34 4.6%
都賀の台３丁目　 602 53 8.8% 137 22.8% 44 7.3%
都賀の台４丁目　 1,098 86 7.8% 269 24.5% 73 6.6%
殿台町　　　　　 750 99 13.2% 80 10.7% 28 3.7%
西都賀１丁目　　 1,466 255 17.4% 113 7.7% 38 2.6%
西都賀２丁目　　 1,535 242 15.8% 136 8.9% 50 3.3%
西都賀３丁目　　 1,169 110 9.4% 173 14.8% 58 5.0%
西都賀４丁目　　 1,001 75 7.5% 156 15.6% 61 6.1%
西都賀５丁目　　 1,353 125 9.2% 308 22.8% 98 7.2%
原町　　　　　　 2,019 479 23.7% 143 7.1% 50 2.5%
東寺山町　　　　 4,349 989 22.7% 319 7.3% 128 2.9%
みつわ台１丁目　 1,508 363 24.1% 122 8.1% 44 2.9%
みつわ台２丁目　 3,096 533 17.2% 331 10.7% 112 3.6%
みつわ台３丁目　 4,185 577 13.8% 529 12.6% 132 3.2%
みつわ台４丁目　 1,845 232 12.6% 223 12.1% 53 2.9%
みつわ台５丁目　 4,302 541 12.6% 517 12.0% 155 3.6%
源町　　　　　　 1,351 230 17.0% 164 12.1% 66 4.9%
若松町　　　　　 16,004 2,290 14.3% 1,923 12.0% 694 4.3%

計 56,032 8,244 14.7% 6,976 12.5% 2,353 4.2%
五十土町　　　　 45 1 2.2% 14 31.1% 10 22.2%
和泉町　　　　　 311 16 5.1% 83 26.7% 51 16.4%
大井戸町　　　　 169 15 8.9% 45 26.6% 26 15.4%
大草町　　　　　 722 79 10.9% 140 19.4% 71 9.8%
太田町　　　　　 100 13 13.0% 30 30.0% 10 10.0%
大広町　　　　　 151 14 9.3% 78 51.7% 51 33.8%
小間子町　　　　 396 27 6.8% 131 33.1% 85 21.5%
金親町　　　　　 645 58 9.0% 120 18.6% 48 7.4%
上泉町　　　　　 319 29 9.1% 74 23.2% 35 11.0%
川井町　　　　　 376 43 11.4% 92 24.5% 42 11.2%
北谷津町　　　　 147 5 3.4% 39 26.5% 18 12.2%
古泉町　　　　　 222 23 10.4% 57 25.7% 31 14.0%
御殿町　　　　　 277 28 10.1% 57 20.6% 30 10.8%
坂月町　　　　　 473 42 8.9% 99 20.9% 47 9.9%
更科町　　　　　 440 40 9.1% 164 37.3% 121 27.5%
佐和町　　　　　 180 13 7.2% 69 38.3% 54 30.0%
下泉町　　　　　 292 26 8.9% 89 30.5% 44 15.1%
下田町　　　　　 330 51 15.5% 68 20.6% 32 9.7%
高根町　　　　　 1,623 172 10.6% 348 21.4% 135 8.3%
多部田町　　　　 1,936 169 8.7% 466 24.1% 203 10.5%
旦谷町　　　　　 91 17 18.7% 14 15.4% 7 7.7%
富田町　　　　　 388 25 6.4% 110 28.4% 56 14.4%
中田町　　　　　 2,313 240 10.4% 487 21.1% 243 10.5%
中野町　　　　　 1,296 102 7.9% 388 29.9% 187 14.4%
野呂町　　　　　 1,968 171 8.7% 544 27.6% 256 13.0%
谷当町　　　　　 162 16 9.9% 49 30.2% 25 15.4%

計 15,372 1,435 9.3% 3,855 25.1% 1,918 12.5%

年少人口
（14歳以下）

高齢者人口
（65歳以上）

後期高齢者人口
（75歳以上）町丁名　　　 総人口

坂
月
・
更
科
・
白
井
地
区

地区
フォー
ラム名

都
賀
・
若
松
地
区
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