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（単位：人）年齢三区分別人口構成比の推移 (各年９月30日現在)
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資料：行政運営調整局総務課統計係

都筑区の人口と世帯数の推移（各年１月１日現在）
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年齢三区分別人口構成比の推移（各年９月30日現在）

                                                                     （単位：人）

人口と世帯数
　・人口は、198,910人（H22.1.1現在）分区以来（平成７年：112,237人）年々増加
　・世帯数は、75,360人、１世帯あたりの人員は、2,64人（18区中第１位）平成８年以降年々減少
  ・核家族の割合は、泉区に次いで高い
　・平均年齢は、38,0歳（18区中第１位）
　・人口構成としては、横浜市全体に比べ、子育て世代の35歳～50歳未満とその子ども世代となる
　０歳～20歳未満の人口が多く、50歳代以上が少ない（H21.9.30現在）
　・年齢三区分別人口構成比では、15歳未満が19.1％（18区中第１位）、65歳以上が12.1％（18区中
　第18位）、推移としては、15歳未満は平成16年をピーク（20.0％）に下降、65歳以上は、年々上昇
　（H21.9.30現在）

0

10

20

30

40

50

60

70

80

泉
区

都
筑
区

栄
区

青
葉
区

港
南
区

戸
塚
区

瀬
谷
区

旭
区

緑
区

金
沢
区

磯
子
区

横
浜
市

保
土
ケ
谷
区

南
区

港
北
区

鶴
見
区

中
区

神
奈
川
区

西
区

72

62.7

一般世帯に占める核家族の割合

年齢三区分別人口構成比（平成21年９月30日現在）
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総人口、年齢３区分別人口の推計結果
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将来推計人口（H17国勢調査による人口を基準に推計）

　・横浜市の人口は、2020年ごろをピークに減少、都筑区はその後も増加
　・年齢三区分別人口割合は、15歳未満人口の割合は、減少、65歳以上人口割合は増加
　・2015年以降、15歳未満人口割合と65歳以上人口割合が逆転

　・家族類型別世帯数将来推計

【2010年】人口総数　 198,838人　　　　　   【2030年】253,597人
15歳未満    36,548人(18.4%)          減少   31,385人(12.4%)
65歳以上    25,409人(12.8%)          増加   55,321人(21.8%)

資料：都市経営局政策課

2005年（平成17年）国勢調査による人口を基準人口として、2030年までの推計を行いました。

将来推計人口（中位推計）
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都筑区の家族類型別世帯数将来推計
（単位：世帯）

H17 H22 H27 H32 H37 H42

夫 婦 の み の 世 帯 12,889 14,760 16,356 18,334 20,862 23,651

夫婦と子供からなる世帯 29,485 33,348 35,004 35,638 36,056 36,917
男親と子供からなる世帯 729 889 1,067 1,252 1,406 1,525
女親と子供からなる世帯 3,271 3,910 4,609 5,224 5,657 5,956
単 独 世 帯 14,026 15,278 17,092 19,520 21,816 23,425
そ の 他 3,992 4,556 5,112 5,703 6,235 6,576

家族類型別世帯数（単位：世帯）
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男親と子供からなる世帯 889 1.2% 1,525 1.5%
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人口の増減
　・自然増（出生－死亡）は、一定数で推移、社会増（転入－転出）は、自然増を毎年上回り、人口
　増減数は社会増減数に連動し、年平均6,000人規模で増加
　・人口増加数及び人口増加率ともに、18区中第１位（H21年中）
　・平成20年中の転入者数は、16,316人、転出者数は、11,029人で、転入・転出者ともに多い
　・転入・転出ともに、30歳代が一番多い
　・居住期間が「１年以上５年未満」が一番高く、人口の流動性が高い（H12国政調査）

単位：人（△は減）

区分

年 転入 転出 その他 増減 出生 死亡 増減

16,301 9,794 53 6,560 1,757 466 1,291 7,851

15,386 9,768 30 5,648 1,802 467 1,335 6,983

17,924 10,182 29 7,771 1,921 534 1,387 9,158

15,893 10,671 ▲ 25 5,197 2,037 556 1,481 6,678

16,622 10,804 ▲ 37 5,781 2,075 537 1,538 7,319

15,776 10,923 ▲ 82 4,771 2,103 603 1,500 6,271

14,429 11,686 37 2,780 2,052 633 1,419 4,199

15,080 11,794 42 3,328 2,124 641 1,483 4,811

13,293 11,856 12 1,449 1,957 649 1,308 2,757

15,412 11,545 ▲ 13 3,854 2,000 702 1,298 5,152

14,480 12,033 58 2,505 1,964 722 1,242 3,747

14,919 11,486 73 3,506 2,065 730 1,335 4,841

16,178 10,946 55 5,287 1,985 770 1,215 6,502
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資料：行政運営調整局総務課統計係
横浜市の人口－平成20年中の人口動態と平成２1年１月１日現在の年齢別人口－
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 　「１年以上５年未満」が38.5％と最も高く、居住期間が延びるに連れて割合が低下している。
｢20年以上｣の割合が25.1である横浜市と比較すると、人口の流動性が高いといえる。

総　数 １年以上 ５年以上 10年以上

1) ５年未満 10年未満 20年未満

54,239 1,085 8,146 20,909 9,623 7,631 6,243

 　住宅に住む一般世帯 51,442 1,079 7,324 19,487 9,225 7,560 6,198

 　住宅以外に住む一般世帯 2,797 6 822 1,422 398 71 45

100.0 2.0 15.0 38.5 17.7 14.1 11.5

 　住宅に住む一般世帯 100.0 2.1 14.2 37.9 17.9 14.7 12.0

 　住宅以外に住む一般世帯 100.0 0.2 29.4 50.8 14.2 2.5 1.6

100.0 2.2 11.1 27.4 14.6 16.5 25.1

 　住宅に住む一般世帯 100.0 2.3 10.5 26.7 14.4 17.0 26.1

 　住宅以外に住む一般世帯 100.0 0.2 27.5 45.0 17.3 4.4 1.9

 1) 世帯主の居住期間「不詳」を含む。

出生時から １年未満
 住宅の所有の関係

20年以上
 住居の種類・

世帯主の居住期間 　平成12年国勢調査
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都筑区転入者・転出者の年代別内訳（平成20年中）
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横浜市の人口－平成20年中の人口動態と
平成２1年１月１日現在の年齢別人口－
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年間区別人口増加数及び増加率　平成21年中：「横浜市人口ニュース」
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居住地の移動と定住意識（H21年度区民意識調査）

　・平成７年以降に住み始めた人が全体の６割弱、平成17年～20年に都筑区に住みはじめた人の割
　合が最も高い。
　・都筑区に来る前の居住地は、「市内（都筑区以外の横浜市）」が最も多く、37.9%「生まれてから
　ずっと都筑区に住んでいる」は、7.4％
　・居住意向としては、８割強が定住意向があり、年代が上がるほど定住意向が高まる。
　・住まいの形態は、「持ち家（一戸建て）」が36.1％、「持ち家（分譲マンション、共同住宅）」が
　32.5％で、持ち家の比率が68.6％、次いで「借家（賃貸マンション、アパート、共同住宅）」で、
　25.1％「持ち家（分譲マンション、共同住宅）」「借家（賃貸マンション、アパート、共同住宅）」
　といった集合住宅の割合が57.6％（約６割）

  都筑区にいつから住んでいるか

1.9%

1.7%

1.9%

7.2%

7.3%

7.3%

12.9%

19.0%

17.5%

22.4%

0.8%

平成１２年～平成１６年（２０００～２００４年）

昭和５０年～５９年（１９７５～１９８４年）

昭和６０年～平成元年（１９８５～１９８９年）

平成２年～平成６年（１９９０～１９９４年）

平成７年～平成１１年（１９９５～１９９９年）

昭和１９年（１９４４年）以前

昭和２０年～２９年（１９４５～１９５４年）

昭和３０年～３９年（１９５５～１９６４年）

昭和４０年～４９年（１９６５～１９７４年）

平成１７年～平成２１年（２００５～２００９年）

無回答

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

   都筑区への居住意向

48.5%

35.2%

2.3%

1.5%

12.0%

0.4%無回答

ずっと住み続けたい

当分は住み続けたい

できればよそへ移りたい

よそへ移りたい

特に考えていない

できればよそ
へ移りたい

2.3%

よそへ
移りたい

1.5%

無回答 0.4%

特に考え
ていない
   12.0%

当分は
住み続けたい

35.2%

ずっと住み
続けたい

48.5%

42.7

68.2

75.3

18.7

12.6

2.0

1.4

1.6

4.2

22.0

23.3

11.6

10.1

10.9

10.6

52.4

36.8

36.6

24.9

32.7

43.4

47.3

36.6

42.9

2.9

2.4

2.4

4.2

2.4

1.5

1.1

0.4

1.6

1.4

7.9 1.1

0.7

0.0

0.5

0.5

0.2

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20歳未満

（n=41）

20歳代

（n=189）

30歳代

（n=370）

40歳代

（n=454）

50歳代

（n=275）

60歳代

（n=283）

70歳以上

（n=190）

ずっと住み続けたい 当分は住み続けたい できればよそへ移りたい

よそへ移りたい 特に考えていない 無回答

年代別居住意向

（※平成21年度都筑区区民意識調査　　区内在住18歳以上3,000人無作為抽出　1,812人回答（回収率60.4％））

東京都区部
9.5%

川崎市
10.2%

港北区
8.9%

その他
44.3%

その他県内他
市町村

5.3%

その他市内他
区

11.3%

青葉区
8.9%

緑区
3.5%

転入者数
16,316

都筑区転入者・転出者の移動前、移動後の住所地　（平成20年中）

青葉区
7.7%

川崎市
9.2%

東京都
区部　9.1%

その他
43.6%

その他県内
他市町村

7.5%

その他
市内他区

12.3%

港北区
4.7%

緑区

5.8%

転出者数
11,029人

  住まいの形態

36.1%

32.5%

2.4%

25.1%

1.3%

1.9%

0.7%

持ち家（一戸建て）

持ち家（分譲マンション、共同住宅）

借家（一戸建て）

借家（賃貸マンション、アパート、共同住宅）

社宅、寮、公務員住宅等

その他

無回答

その他
1.9%

社宅、寮、公務員
住宅等

1.3%

持ち家
（分譲マンション、

共同住宅）
32.5%

借家（一戸建て）
2.4%

借家（賃貸マン
ション、アパート、

共同住宅）
25.1%

無回答
0.7%

持ち家
（一戸建て）

36.1%

   都筑区に来る前の居住地域

7.4%

37.9%

12.8%

5.4%

14.7%

19.9%

1.4%

0.6%

市外（海外）

無回答

市外（東京都）

市外（その他の都道府県）

市外（川崎市）

市外（その他の神奈川県内）

市内（都筑区以外の横浜市内）

生まれてからずっと都筑区に住んでいる

市外（川崎市）
12.8%

市外（その他の神奈川
県内）
5.4%

市外（東京都）
14.8%

市外（その他の都道府
県）

19.9%

市外（海外）
1.4%

無回答
0.6%

生まれてから
ずっと都筑区に

住んでいる
7.4%

市内（都筑区以外の横
浜市内）

37.8%

市内（都筑区以外
の横浜市内）

32.6%

　H21都筑区区民意識調査

　H21都筑区区民意識調査

　H21都筑区区民意識調査

　H21都筑区区民意識調査

　H21都筑区区民意識調査
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地域での支え合い・近所づきあい
　・日常生活の上相談できる相手は、94.1％が「家族・親戚」、「友人」72.3％、「職場の人」
  32.5％、「近所の知人」29.0％、日常生活の中で身近な存在が相談相手になっている（H21都筑区
  区民意識調査）。
　・近所づきあいの状況は、「あいさつをする程度」が44.2%、「立ち話をする程度」が25.1%で
  「お互いに訪問しあっている」「お互い困ったときには助け合っている」を合わせて約2割
  ・「お互い困ったときには助け合っている」は、「50歳代」を除き、年代が上がるに従って増加
　する傾向、また、「20歳代未満」・「20歳代」は、日ごろの近所付き合いは希薄であり、「お互
　い困ったときに助け合っている」と「お互いに訪問しあっている」を合わせて約１割となってい
　る。「20歳代」では「ほとんど付き合いは無い」が約２割おり、他の年代に比べ10ポイント以上
　高い（H21都筑区区民意識調査）
　・「地域の交流やつきあいを必要と思う」が77%（2006横浜市民生活白書）

日常生活で困ったときの相談相手 (３つまで選択可能)

94.1%

72.3%

32.5%

29.0%

4.5%

1.9%

5.4%

2.3%

0.4%

2.3%

1.4%

0.6%

社会福祉協議会の職員

その他

相談できる相手はいない

無回答

区役所の職員

地域ケアプラザ（地域包括支援センター）の職員                

近所の知人

自治会・町内会の役員

民生委員等の地域福祉関係者

家族・親戚

友人

職場の人

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

日ごろの近所づきあいの状況

14.8%

6.1%

25.1%

44.2%

8.2%

1.6%無回答

お互い困ったときには助け合っている

立ち話をする程度

あいさつをする程度

ほとんど付き合いは無い

お互い訪問しあっている

無回答
1.6%ほとんど付き合

いは無い
8.2%

お互い困ったと
きには助け合っ

ている
14.8%

あいさつをする
程度
44.2%

立ち話をする
程度
25.1%

お互い訪問し
あっている

6.1%

　H21都筑区区民意識調査

　H21都筑区区民意識調査

15.4

19.8

22.1

5.7

7.9

26.9

31.1

28.4

36.4

30.5

3.9

4.7 6.3

3.2

7.3

14.9

13.5

4.2

2.4

7.3

6.6

4.4

7.9

4.9

21.4

33.1

75.6

64.0

45.9

44.9

39.6

9.8

20.6

10.0

5.9

7.6

3.2

0.0

0.0

0.2

0.5

1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20歳未満（n=41）

20歳代（n=189）

30歳代（n=370）

40歳代（n=454）

50歳代（n=275）

60歳代（n=283）

70歳以上（n=190）

お互い困ったときには助け合っている お互いに訪問しあっている

立ち話をする程度 あいさつをする程度

ほとんど付き合いは無い 無回答

日ごろの近所づきあい（年代別） 　H21都筑区区民意識調査 困ったとき
相談したり
助け合った
りする

隣近所との普段の付き合い方について

9.5

5.1

4.8

46.9

41.5

34.1

29.7

29.6

26

6.3

12.4

17.3

7.6

11.3

14.5

0

0.1

3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成19

昭和63

昭和50

顔もよく知らない

道で会えばあいさつく
らいはする

たまに立ち話くら
いはする

買い物に一緒
に行ったり気
のあった人と
親しくしている

無回答

　横浜市民生活白書2009
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自治会町内会
　・自治会町内会加入率は、63％（H21.4）18区中第18位　横浜市、都筑区ともに年々低下
　・自治会町内会数は、114団体、加入世帯数は、47,864世帯（H21.11)
　・概ね年代が上がるに従って加入率が高くなっている。「20歳代」では41.3％だが、「60歳代」
　では88.0％と２倍以上の開きがある。（H21都筑区区民意識調査）
　・「持ち家（分譲マンション、共同住宅）」「借家（賃貸マンション、アパート、共同住宅）」
　といった集合住宅で加入率が低い（H21都筑区区民意識調査）
　・居住開始時期が新しくなるのに従って加入率は減少し、「平成17年～平成21年」の時期に住み
　始めた人の加入率は43.3％（H21都筑区区民意識調査）
　・自治会町内会に加入していない理由で、最も多いのは「特に勧誘されていないから」39.9％
　（H21都筑区区民意識調査）

都筑区における自治会町内会団体数・加入世帯数

団体数 世帯数

連合町内会(15)加入団体 92 40,668

未加入団体 22 7196

計 114 47,864

H21.11.1現在

0

50

60

70

80

90

100

瀬
谷
区

金
沢
区

南
区

栄
区

旭
区

泉
区

鶴
見
区

港
南
区

保
土
ケ
谷
区

磯
子
区

緑
区

横
浜
市

青
葉
区

西
区

神
奈
川
区

戸
塚
区

港
北
区

中
区

都
筑
区

84

77.6

63

自治会・町内会の加入率 H21.4

自治会・町内会加入率の推移

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

平

成

１
２
年

平

成

１

３
年

平

成

１

４
年

平

成

１

５
年

平

成

１

６
年

平

成

１

７
年

平

成

１

８
年

平

成

１

９
年

平

成

２

０
年

平

成

２

１
年

都筑区

横浜市

平成１２年 平成１３年平成１４年平成１５年平成１６年平成１７年平成１８年平成１９年平成２０年 平成２１年
都筑 74.2% 74.1% 74.6% 73.8% 74.0% 74.5% 66.1% 66.6% 64.4% 63.0%
全市 87.7% 87.8% 87.6% 87.0% 86.2% 85.1% 80.3% 79.4% 78.4% 77.6%

37.6

52.9 32.4

10.5

11.8

37.5

79.1

89.8

70.3

50.0

51.0

16.3

5.6

19.9

12.5

4.7

4.0

9.5

2.9

0.0

0.9

0.3

0.6

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

持ち家（一戸建て）

　　　　　　（n=655）

持ち家（分譲ﾏﾝｼｮﾝ､共同住宅）

　　　　　　　　　　　　　　（n=589）

借家（一戸建て）

　　　　　 （n=43）

借家（賃貸ﾏﾝｼｮﾝ､ｱﾊﾟｰﾄ 、

　　　　共同住宅）（n=455）

社宅、寮、公務員住宅等

　　　　　　　　　　 （n=24）

その他（n=34）

入っている 入っていない わからない 無回答

自治会町内会の加入状況（住まいの形態別）　H21都筑区区民意識調

39.9

33.2

23.9

23.2

16.0

15.3

15.3

15.0

5.0

4.5

3.8

8.1

1.2

0 20 40 60 80

特に勧誘されていないから

入らなくても特に困らないから

加入方法がよく分からないから

活動に参加する時間が無いから

住んでいる地域やマンションに、

町内会が組織されていないから

マンションの管理組合など別の組織に
　　　　　　　　　　　　　参加しているから

役員などの役目を負わされるのが
　　　　　　　　　　重荷に感じるから

活動内容がよく分からないから

会費を払いたくないから

近所づきあいがわずらわしいから

新たに仲間に入りにくいから

その他

無回答

（％）自治会町内会に入っていない理由　　H21都筑区区民意識調査

68.9

88.0

81.6

9.5

13.7

5.9

1.4

2.6

80.7

51.9

58.5

41.3

15.3

24.7

35.4

22.0

37.6

3.3

12.4

17.1

21.2

1.1

0.7

0.4

0.0

2.4

0.3

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20歳未満（n=41）

20歳代（n=189）

30歳代（n=370）

40歳代（n=454）

50歳代（n=275）

60歳代（n=283）

70歳以上（n=190）

入っている 入っていない わからない 無回答

自治会町内会の加入状況（年代別）　　　　　　H21都筑区区民意識調

自治会町内会の加入状況（居住開始時期別）　H21都筑区区民意識

73.0

43.3 44.3

5.8

11.8

64.7

74.8

86.8

80.5

25.6

21.2

15.0

8.8

12.0

9.5

8.5

3.0

7.5

0.5

0.3

0.0

0.0

1.4

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

昭和59年以前（n=363）

昭和60年～平成元年（n=133）

平成２年～平成６年（n=234）

平成７年～平成11年（n=344）

平成12年～平成16年（n=317）

平成17年～平成21年（n=406）

入っている 入っていない わからない 無回答
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社会貢献活動
　・区内のNPO法人数は年々増加
  ・区民活動センター団体・グループの登録件数は年々増加
　・区社協ボランティア登録者数は年々増加
　・地区社協アンケート調査では、地区社協の課題として「活動者が固定化されていること」
　37.9%で、市全体35.8%より高くなっている。次いで「地区社協の地域住民への認知度が低い」
　31.0%で、市全体25.1%より高くなっている。

38
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52
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平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

都筑区内NPO法人の推移
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237
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平成19年度 平成20年度 平成21年度

都筑区区民活動センター団体・グループ登録件数推移

地区社協活動の課題について
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）

回
答
な
し

横浜市

都筑区

平成20年度地区社協アンケート調査
　区内地区社協議会を対象　有効回答数256件（都筑区＝15件）

都筑区社協議会ボランティア登録者の推移
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6.0

2.9

5.7

6.5

3.9

5.4

4.7

6.3

4.1

14.0

0.8

1.8

66.4

0 20 40 60 80

社会福祉に関する活動

保健・医療に関する活動

学習活動に関する指導などの活動

国際交流・協力に関する活動

児童・青少年育成に関する活動

スポーツ・レクリエーションに関する活動

防災・災害救援に関する活動

防犯・安全に関する活動

まちづくりに関する活動

自然・環境保護に関する活動

人権擁護に関する活動

その他

参画意向なし

（％）

社会貢献活動への参画意向

34.4

33.6

21.6

66.4

78.4

29.1

43.9

33.2

43.6

70.9

56.1

66.8

65.6

56.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20歳未満（n=41）

20歳代（n=189）

30歳代（n=370）

40歳代（n=454）

50歳代（n=275）

60歳代（n=283）

70歳以上（n=190）

意向あり 意向なし

3.0

1.0

2.0

0.9

5.2

4.0

3.4

10.0

1.7

11.6

0.2

3.5

73.4

0 20 40 60 80

社会福祉に関する活動

保健・医療に関する活動

学習活動に関する指導などの活動

国際交流・協力に関する活動

児童・青少年育成に関する活動

スポーツ・レクリエーションに関する活動

防災・災害救援に関する活動

防犯・安全に関する活動

まちづくりに関する活動

自然・環境保護に関する活動

人権擁護に関する活動

その他

活動経験なし

（％）

１年以内の社会貢献活動の有無

　H21都筑区区民意識調査

35.5

31.4

25.3

68.6

74.7

10.6

14.6

18.6

31.6

89.4

85.4

81.4

64.5

68.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

20歳未満（n=41）

20歳代（n=189）

30歳代（n=370）

40歳代（n=454）

50歳代（n=275）

60歳代（n=283）

70歳以上（n=190）

経験あり 経験なし

年代別活動の有無

社会貢献活動
  ・過去1年間の社会貢献活動については、「活動経験がある人」26.6％、「活動経験がない人」
　73.4％（H21都筑区区民意識調査）
　・活動分野別では、「自然・環境保護に関する活動」11.6％、「防犯・安全に関する活動」
　10.0％（H21都筑区区民意識調査）
　・今後の社会貢献活動への参画意向は、「参画したい」33.6％で、「過去1年間に活動経験あ
　り」と比較すると７ポイント増加（H21都筑区区民意識調査）
　・分野別にみると、「自然・環境保護に関する活動」が14.0％と最も多く、次いで「国際交流・
　協力に関する活動」6.5％、「防犯・安全に関する活動」6.3％、「社会福祉に関する活動」
　6.0％（H21都筑区区民意識調査）
　・年代別の参画意向は、「参画したい」の率が最も高いのは「20歳未満」の43.9％、次いで
　「50歳代」の43.6％（H21都筑区区民意識調査）

　H21都筑区区民意識調査

年代別活動の有無

8



心配ごと
　・「心配ごとはない」市民は、96年（平成８年）をピークに減少、08年（平成20年）には12％で
　何らかの生活不安をもつ市民は約９割
　・「生活の心配ごと」の都筑区では、「自分の病気や老後のこと」35.8%が第１位で、次いで「景
　気や生活費のこと」が35.4%、「家族の健康や生活上の問題」が32.5%と市全体と同様の傾向を示
　しているが、「子どもの保育や教育」や「犯罪や防犯のこと」が全体に比べ高い
　（平成20年横浜市民意識調査）

「心配ごと」の経年変化
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都筑区

「生活の心配ごと」都筑区の状況

病気・老後

健康

生活費

心配ごとなし

仕事

失業
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元気な高齢者 

約１５，０００人 

虚弱な高齢者 

《認定を受けていない人の 30％》 

約６，５００人（１７万人） 

要支援者 

861 人(2.7 万人)

（要支援１，２） 

軽度要介護者 

1,283 人(3.5 万人) 

（要介護１，２） 

中重度要介護者 

１，４36 人(4.4 万人)

（要介護３～５） 

 

 

 

 

   

 

都筑区の高齢者 ２５，０６６人（横浜市の高齢者：約 70 万人） 

要介護認定者  

３，５８０人（14％） 

    （約 10.8 万人<15.6％>） 

介護認定を受けていない方  

２１，４８６人（86％） 

    （約 57 万人<84.4％>） 

 

 

 ～ ～ 
 
～ ～ 

 
ひとり暮らし世帯 

４,９１２世帯

高齢者のみ世帯 

４,４５８世帯 

ひとり暮らし高齢者 ６.４％ 

   

 

認知症あり 
認定者の約 57％ 

 約 2,000 人 

高齢者の現状（H21.3現在）
　・高齢者数は、25,066人（18区中第17位、１位：旭区 58,134人　18位：西区）
　・高齢化率は、12.1%（横浜市：19.1%　18区中第18位　１位：旭区　23.4%）
　・要介護認定者数は、3,580人で、高齢者に占める割合は、14%（横浜市：15.5%）
　・要介護認定者数の推移は年々増加
　・認知症者数は、認定者の約57%（横浜市：約51%）で、約2,000人
　・高齢者がいる世帯の割合は21.8%、高齢者単身世帯、高齢者のみ世帯の割合が年々増加
　

都筑区要介護認定者数の推移

3261

3442

3580

3100

3200

3300

3400

3500

3600

3700

平成19年 平成20年 平成21年

（人）

6283

6698

6921

7082

7269

2916

3448

3785

4104

4458

3145

3800

4204

4459

4912

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

H16(H16.10)

H17(H18.3)

H18(H19.3)

H19(H20.3)

H20(H21.3)

その他高齢者いる世帯

高齢者のみ世帯

高齢者単身世帯

高齢者世帯類型別の推移

ひとり暮らし高齢者世帯

高齢者のみ世帯

その他高齢者のいる世帯

その他

ひとり暮らし高齢者世帯：6.4%

高齢者のみ世帯：5.8%

その他高齢者のいる世帯：9.6%

その他
　78.2%

高齢者世帯の状況（H21.3)
ひとり暮らし高齢者世帯 4,912世帯
高齢者のみ世帯 4,458世帯
その他高齢者のいる世帯 7,269世帯
その他 59,739世帯
区全体 76,378世帯

21.8%

（推計）
（推計）

H21.3

要介護認定者数（各年3月31日現在）

（人）

平成21年 3,580

平成19年

3,442 104,536

108,517

都筑区 横浜市

3,261 100,391

平成20年
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転入高齢者・高齢者施設の状況
　・65歳以上人口における転入高齢者（65歳以上）の割合は、3,41％（H16～20の5年間平均値
　18区中第１位：横浜市平均：1.9%）
　・65歳以上においても毎年転入超過（転入者－転出者）となっている。５年間の転入超過者数
　の合計では、18区中第１位
　・75歳以上人口における転入高齢者（75歳以上）の割合は、4,49％（H16～20の5年間平均値
　18区中第１位：横浜市平均：2.1%）
　・区内の高齢者施設数は、51施設（18区中第４位）、定員数は、3,108人（18区中第３位）

高齢者人口における転入高齢者の割合（H16～20）
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都筑区転入者の年代別内訳(平成20年)

　  0～5 歳

10.6%

　 20～29歳

23.4%
　 30～39歳

31.7%

　 40～49歳

12.4%

　 50～64歳

6.4%
　　6～14歳

7.9%

　 15～19歳

2.6%

　 75歳以上

2.6%　 65～74歳

2.4%

転入者数
16,316人

65歳以上よりも75歳以上の割合の方が高

い

75歳以上人口における75歳以上の転入者の割合（H16～20年平均値）
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鶴見区 2 0 2 294 1 50 8 99 7 348 18 791

神奈川区 2 3 5 584 4 543 18 288 4 213 31 1,628

西区 3 0 3 236 1 150 4 72 2 98 10 556

中区 2 0 2 114 1 88 5 63 7 522 15 787

南区 6 0 6 451 1 130 8 116 3 198 18 895

港南区 4 1 5 514 3 440 7 114 8 303 23 1,371

保土ケ谷区 6 4 10 943 5 562 8 107 8 1,301 31 2,913

旭区 10 4 14 1,261 10 1,129 25 423 9 1,339 58 4,152

磯子区 3 2 5 460 3 330 7 117 6 406 21 1,313

金沢区 5 0 5 464 4 582 10 134 3 126 22 1,306
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合計 76 43 119 11,463 77 9,185 264 4,398 145 10,737 605 35,783

区名
特養 老健 グループホーム 有料老人ホーム 合計

H22.1現在
区別高齢者施設数・定員数
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高齢者実態調査から（H19に高齢者一般から4,000人を無作為抽出、回答：市全体=2,529人　都筑区＝77人）

　・心配ごと・悩みでは、「自分の健康のこと」55.8%、「配偶者の健康のこと」44.2%で、
　区民全体35.8%、32.5%に比べ「健康」に関することが高い、また「心配ごとなし」は18.2%で、
　区民全体13.7%に比べて高い
　・相談先としては、身近な「子ども」66.5%、「配偶者」53.4%が多く、「となり近所の人」、
　「市・区の窓口」「地域ケアプラザ」などは少ない
　・地域活動の参加状況は、「スポーツ活動」19.5%で最も高く、「参加していない」が４割
　・サロンの利用意向は、「サロンはないがあったらぜひ利用したい」23.4%で最も高い
  ・老人クラブの組織率は減少

表頭：問３７　心配事・悩み（複数回答）
表側：問５　居住区

ＴＯＴＡＬ  n=2,529

都筑区  n=77
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57.3
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44.2

13.0 10.4

15.6

2.6 2.6
5.2 6.5
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18.2

6.5

心配ごと・悩み（複数回答）
表頭：問３７－１　心配ごとや悩みの相談先（複数回答）
表側：問５　居住区

ＴＯＴＡＬ  n=1,912

都筑区  n=58
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3.4 5.2

心配ごと・悩みの相談先（複数回答）

表頭：問３５　この１年間の個人・団体で地域活動参加状況（複数回答）
表側：問５　居住区
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都筑区  n=77
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１年間の個人・団体で地域活動参加状況（複数回答）

表頭：問４４　「サロン」利用意向
表側：問５　居住区

ＴＯＴＡＬ  n=2,529

都筑区  n=77
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21.0

16.5

27.4

15.0

3.9 3.9

16.9

23.4

19.5 19.5

13.0

サロンの利用意向

（各年度3月31日現在）老人クラブの加入状況

※組織率＝会員数／60歳以上人口

125,818

横浜市都筑区

3,647

56

57

都筑区

平成19年度

会員数

人

人

人

人

124,433

123,9423,787

人

人

横浜市

単位老人クラブ数

平成18年度

団体 団体

1,828

1,815平成20年度

3,767

55 1,843

団体

団体団体

団体 ％

％

14.5

14.3

13.2

％

％

％

組織率

都筑区 横浜市

12.6

13.0

11.5

％
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１６年度 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度

154 162 155 151 152

328

371
413

447 468

身体障害者手帳

療育手帳（愛の手帳）

身体障害者手帳、療育手帳の交付状況（１８歳未満）

障害者・外国人の状況
　・身体障害者別手帳所持者は、3,385人、療育手帳所持者は、984人、精神保健福祉手帳所持者
　は、518人（H21.3）いずれも増加傾向
　・18歳未満では、障害者別手帳所持者より療育手帳所持者のほうが多い
　・そううつ病、統合失調症が増加傾向
　・外国人登録者数は、2,761人（H21.3)　国籍は、韓国・朝鮮20.4%、中国19.7%で、約４割強

（各年3月31日現在）

（人）平成21年

合計 3,171 3,212

聴覚

障害別手帳所持者数の推移

平成19年 平成20年

視覚 186 188 177

250 255 254

音声 38 40 40

肢体 1,849 1,873 1,956

内部 848 856 958

3,385 平

平

平

障害者手帳所持者数の推移

1956

1873

1849

958

856

848

177

188

186

254

255

250

40

40

38

0 1000 2000 3000

平成21年

平成20年

平成19年

（人）

視覚 聴覚 音声

肢体 内部

（各年3月31日現在）

（人）
A1（最重度）

A2（重度）

B1（中度）

B2（軽度）

療育手帳所持者数の推移

平成21年平成20年平成19年

204 222

213 219 228

188

204 213 216

259 297 318

合計 864 933 984

療育手帳所持者数の推移

221

204

188

228

219

213

216

213

204

318

297

259

0 200 400 600 800 1,000

平成21年

平成20年

平成19年

（人）

A1（最重度）
A2（重度）
B1（中度）
B2（軽度）

総 数

ド イ ツ

そ の 他

272

794

2,761

ブ ラ ジ ル

フ ィ リ ピ ン

250

338

韓 国 ・ 朝 鮮

中 国

564

543

国　　　名

都筑区外国人登録者数　平成21年3月31日現在

登 録 者 数

フィリピン

12.2%

ドイツ

9.9%

韓国・朝鮮

20.4%

中国

19.7%

ブラジル

9.1%

その他

28.8%

0

100

200
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400
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700

800

平成18年 平成19年 平成20年

438

512517

772

統合失調症

そううつ病

神経症老年性精神障害

中毒性精神障害

その他

精神障害者等基礎把握数

横浜市統計書横浜市統計書

（重度）（重度）

（各年3月31日現在）

（人）

精神保健福祉手帳所持者数の推移

平成19年 平成20年 平成21年

185

74

2級 232 253 259

1級 57 65

合計 425 481 518

3級 136 163

精神保健福祉手帳所持者数の推移

74

65

57

259

253

232

185

163

136

0 100 200 300 400 500

平成21年

平成20年

平成19年

（人）

1級

2級

3級
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「横浜市障害者プラン（第２期）」策定のためのアンケート調査から
　・困ることでは、「自分の意志が相手に伝わらない」37.8%、で市全体より10ポイント高い
　・相談する人としては、「家族」82.5%で、区役所等の相談機関は低い
　・将来の不安としては、「十分な収入があるか」42.1%、「高齢になったときの健康や体力」39.6%
　「災害時の安全確保」32.3%などで、「不安はない」3.0%

　生活している中で、どのようなことで困ることがありますか（複数回答）

0 5 10 15 20 25 30 35 40

自分の意志が相手に伝わらない

周囲の理解が足りない

利用している施設に不満がある

情報を入手しにくい

制度やサービスがわかりにくい

必要な介助が受けられない

希望する学校や施設を利用できない

希望する就労の場がない

外出が困難

学校や施設、仕事の場が遠方で不便

余暇等を過ごす場や機会がない

外出する際、障害に配慮した場所が少ない

一人で過ごすのが不安

服薬の管理が難しい

金銭の管理ができない

役所や病院、銀行などの手続きが難しい

その他

無回答

横浜市

都筑区

身近で相談する人は誰ですか（複数回答）

0 20 40 60 80 100

家族

友人、知人

近隣の人

医療機関の職員

施設等の職員

親の会、団体等

相談支援機関

障害者相談員・民生委員

区福祉保健センターの職員

ボランティア

その他

無回答

横浜市

都筑区

割合 割合
N=3,598 N=164

自分の意志が相手に伝わ
らない

26.6 37.8

周囲の理解が足りない 20.5 22.6

利用している施設に不満
がある

5.4 7.3

情報を入手しにくい 17.9 22.0

制度やサービスがわかり
にくい

25.1 25.6

必要な介助が受けられな
い

6.6 7.3

希望する学校や施設を利
用できない

4.1 8.5

希望する就労の場がない 10.3 11.6

外出が困難 27.0 26.2

学校や施設、仕事の場が
遠方で不便

5.4 9.1

余暇等を過ごす場や機会
がない

14.2 17.1

外出する際、障害に配慮
した場所が少ない

20.9 17.7

一人で過ごすのが不安 19.3 24.4

服薬の管理が難しい 11.7 20.7

金銭の管理ができない 19.2 29.3

役所や病院、銀行などの
手続きが難しい

25.5 27.4

その他 6.3 6.7

無回答 21.8 18.3
全　　体 － －

割合 割合
N=3,146 N=143

家族 85.2 82.5
友人、知人 29.2 26.6
近隣の人 6.0 2.8
医療機関の職員 17.7 22.4
施設等の職員 19.3 23.1
親の会、団体等 3.2 2.1
相談支援機関 3.5 3.5
障害者相談員・民生委員 2.4 1.4
区福祉保健センターの職員 7.9 8.4
ボランティア 1.6 1.4
その他 4.4 7.0
無回答 1.0 1.4

全 　体 － －

将来とくに不安を感じること(複数回答）

0 10 20 30 40 50

介助してくれる人がいるか不安

一緒に暮らす家族がいるか不安

学校等希望する進路に進めるか不安

働く場があるか不安

十分な収入があるか不安

趣味や生きがいを持てるか不安

生活する上で必要な情報が入手できるか不安

高齢になったときの健康や体力が不安

災害時に安全が確保できるか不安

不安はない

その他

無回答

横浜市

都筑区

割合 割合
N=3,598 N=164

介助してくれる人がいるか不安 33.3 30.5
一緒に暮らす家族がいるか不安 22.8 28.0
学校等希望する進路に進めるか不安 6.3 13.4
働く場があるか不安 16.9 29.3
十分な収入があるか不安 38.9 42.1
趣味や生きがいを持てるか不安 8.7 11.6
生活する上で必要な情報が入手できる
か不安 9.9 10.4
高齢になったときの健康や体力が不安 47.6 39.6
災害時に安全が確保できるか不安 32.4 32.3
不安はない 3.1 3.0
その他 1.5 1.8
無回答 17.0 14.6

全 　体 － －

※障害者本人・家族7,000人を対象とし、3,869人（52.7%）から回答（都筑区民＝164人）

市 区

市

市

区

区
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現在、地域の人とどのようなお付き合いをしていますか（複数回答）

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

挨拶をする程度

時々話をする

一緒に外出したり遊んだりする

お互いの家を訪問する

たまに相談や愚痴を聞いてもらう

よく相談や愚痴を聞いてもらう

子供会・自治会など地域の活動を一緒にする

祭りなどの地域のイベントを一緒に楽しむ

地域の趣味やスポーツのサークルで一緒に活動する

特につきあいはない

その他

無回答

横浜市

都筑区

割合 割合
N=3,598 N=164

挨拶をする程度 27.9 23.8

時々話をする 42.2 35.4

一緒に外出したり遊んだ
りする

9.5 12.2

お互いの家を訪問する 9.2 9.8
たまに相談や愚痴を聞い
てもらう

9.5 10.4
よく相談や愚痴を聞いて
もらう

3.1 3.7

子供会・自治会など地域
の活動を一緒にする

9.0 11.0

祭りなどの地域のイベン
トを一緒に楽しむ

13.8 18.9

地域の趣味やスポーツの
サークルで一緒に活動す
る

6.0 4.9

特につきあいはない 10.3 14.0

その他 0.4 0.6

無回答 8.1 9.8

全 　体 － －

今後、地域の人とどのようなお付き合いをしていきたいと思っていますか（複数回答）

0 5 10 15 20 25 30 35

挨拶をする程度

時々話をする

一緒に外出したり遊んだりする

お互いの家を訪問する

たまに相談や愚痴を聞いてもらう

よく相談や愚痴を聞いてもらう

子供会・自治会など地域の活動を一緒にする

祭りなどの地域のイベントを一緒に楽しむ

地域の趣味やスポーツのサークルで一緒に活動する

特につきあいはない

その他

無回答

横浜市

都筑区

割合 割合
N=3,598 N=164

挨拶をする程度 12.2 12.8

時々話をする 31.5 26.8

一緒に外出したり遊んだ
りする

13.5 18.9

お互いの家を訪問する 10.5 14.0

たまに相談や愚痴を聞い
てもらう

9.1 11.6

よく相談や愚痴を聞いて
もらう

4.0 6.7

子供会・自治会など地域
の活動を一緒にする

12.6 12.8

祭りなどの地域のイベン
トを一緒に楽しむ

18.6 25.0

地域の趣味やスポーツの
サークルで一緒に活動す
る

13.8 18.3

特につきあいはない 5.3 7.3

その他 0.4 0.0
無回答 32.7 29.3

全 　体 － －

「横浜市障害者プラン（第２期）」策定のためのアンケート調査から
　・地域との付き合いについては、「時々話をする」35.4%、「挨拶をする程度」23.8%、「地域イベ
　ントを楽しむ」18.9%で、「付き合いない」14.0%
　・今後の地域との付き合いの意向については、「地域イベントを楽しむ」「スポーツ等一緒に活動
　する」「子ども会・自治会活動を一緒にする」等現在に比べ割合が多くなっている

※障害者本人・家族7,000人を対象とし、3,869人（52.7%）から回答（都筑区民＝164人）

市

市 区

区
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平均寿命
　・区別の平均寿命　男性は、80.7歳で18区中第２位、女性は、87.2歳で18区中第３位（H17)
　・市区町村別平均寿命（上位30位）　男性は、全国で第15位
　・自殺者は、年間24人（３年間平均）、人口10万人対で13.3人で18区中18位

区別平均寿命（男性）

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

横浜市 神奈川区 中区 保土ケ谷区 金沢区 戸塚区 旭区 瀬谷区 泉区 都筑区

横浜市 79.8
鶴見区 78.6

神奈川区 79.1
西区 79.2
中区 76.3
南区 78.3

保土ケ谷区 79.9
磯子区 79.5
金沢区 80.5
港北区 80.5
戸塚区 80.1
港南区 80.3
旭区 80.1
緑区 80.5

瀬谷区 79.9
栄区 80.5
泉区 80.2

青葉区 81.7
都筑区 80.7

男性

区別平均寿命（女性）

83.5

84

84.5

85

85.5

86

86.5

87

87.5

88

88.5

横浜市 西区 保土ケ谷区 港北区 旭区 栄区 都筑区

横浜市 86.2
鶴見区 85

神奈川区 85.8
西区 85.8
中区 85.5
南区 85

保土ケ谷区 86.2
磯子区 85.9
金沢区 86.5
港北区 86.6
戸塚区 86.5
港南区 86
旭区 86.2
緑区 87.3

瀬谷区 86.1
栄区 86.1
泉区 86.5

青葉区 88
都筑区 87.2

女性

第２位

第３位

都道府県 平均寿命 都道府県 平均寿命
1 神奈川県 横浜市 青葉区 81.7 沖縄県 中頭郡 北中城村 89.3
2 神奈川県 川崎市 麻生区 81.7 兵庫県 川辺郡 猪名川町 88.7
3 東京都 三鷹市 81.4 長野県 下伊那郡 高森町 88.5
4 東京都 国分寺市 81.4 沖縄県 豊見城市 88.5
5 東京都 練馬区 81.2 沖縄県 南城市 88.3
6 長野県 上伊那郡 箕輪町 81.1 長野県 上伊那郡 宮田村 88.2
7 長野県 上高井郡 小布施町 81 神奈川県 横浜市 青葉区 88
8 東京都 小金井市 81 北海道 有珠郡 壮瞥町 88
9 熊本県 上益城郡 益城町 80.9 沖縄県 中頭郡 北谷町 87.8
10 東京都 目黒区 80.9 神奈川県 足柄上郡 開成町 87.7
11 宮城県 仙台市 泉区 80.8 沖縄県 国頭郡 今帰仁村 87.7
12 東京都 杉並区 80.7 長野県 下伊那郡 豊丘村 87.7
13 長野県 駒ケ根市 80.7 沖縄県 島尻郡 南風原町 87.7
14 愛知県 日進市 80.7 沖縄県 中頭郡 中城村 87.7
15 神奈川県 横浜市 都筑区 80.7 沖縄県 中頭郡 西原町 87.6
16 東京都 世田谷区 80.6 熊本県 菊池郡 菊陽町 87.5
17 神奈川県 横浜市 緑区 80.5 沖縄県 島尻郡 久米島町 87.5
18 神奈川県 横浜市 金沢区 80.5 石川県 石川郡 野々市町 87.5
19 滋賀県 守山市 80.5 長野県 下伊那郡 清内路村 87.5
20 愛知県 愛知郡 長久手町 80.5 長野県 下伊那郡 売木村 87.5
21 長野県 上伊那郡 飯島町 80.5 山口県 熊毛郡 平生町 87.4
22 東京都 武蔵野市 80.5 島根県 雲南市 87.4
23 神奈川県 横浜市 栄区 80.5 沖縄県 国頭郡 本部町 87.4
24 東京都 東久留米市 80.5 北海道 河東郡 音更町 87.4
25 岐阜県 可児市 80.5 沖縄県 島尻郡 伊是名村 87.4
26 神奈川県 横浜市 港北区 80.5 佐賀県 三養基郡 基山町 87.3
27 東京都 渋谷区 80.5 神奈川県 川崎市 麻生区 87.3
28 大阪府 箕面市 80.5 神奈川県 横浜市 緑区 87.3
29 東京都 日野市 80.5 広島県 広島市 佐伯区 87.3
30 静岡県 藤枝市 80.5 沖縄県 島尻郡 渡嘉敷村 87.3

市区町村別平均寿命　(上位30市区町村)

位
男 女

市区町村 市区町村

区別平均寿命（平成17年）

順位 区名 人数
1 港北 64
2 南 53
3 鶴見 52
4 中 50
5 青葉 48
6 戸塚 45
7 神奈川 44
8 旭 44
9 金沢 42
10 港南 42
11 保土ケ谷 38
12 磯子 32
13 緑 27
14 瀬谷 27
15 栄 27
16 都筑 24
17 泉 23
18 西 18

（人）

区別自殺者数（平成18～20年平均）

順位 区名 人数
1 中 35.3
2 南 27.4
3 栄 21.6
4 瀬谷 21.2
5 西 20.5
6 港北 20.3
7 金沢 20.0
8 神奈川 19.7
9 鶴見 19.7
10 磯子 19.6
11 港南 18.8
12 保土ケ谷 18.6
13 旭 17.6
14 戸塚 16.8
15 青葉 16.2
16 緑 15.7
17 泉 15.2
18 都筑 13.3

（人口10万人対）

区別自殺死亡率（平成18～20年平均）

区別自殺者数

青葉区

青葉区
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健康に関する市民意識調査（H20)から
　・20歳以上の市民3,000人（男性1,500人及び女性1,500人をそれぞれ年代別に無作為抽出、うち1,321人が回答（都筑区民＝54人

男性＝18人、女性＝34人、不明２人）

0.48

0.481

0.092

0.056

0.33

0.407

0.061

0.019

0.03

0.019

0.008

0.019

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

市

都筑区

健康である

どちらかというと健康である

どちらかというと健康ではな
い

健康ではない

どちらともいえない

未記入

健康状態はいかがですか

0.283

0.222

0.359

0.37

0.312

0.389

0

0.022

0

0.012

0.019

0.012

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

市

都筑区

もっと向上させたい

どちらかというと向上させたい

今の状態を保ちたい

特に意識したことはない・関
心がない

その他

未記入

ご自分の健康状態を、今後どのようにしたいと考えていますか

0.659

0.544

0.194

0.422

0.38

0.341

0.133

0.198

0.495

0.346

0.335

0.144

0.321

0.399

0.088

0.039

0.667

0.5

0.204

0.426

0.407

0.407

0.074

0.204

0.481

0.259

0.296

0.111

0.296

0.389

0.093

0.019

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

食事・栄養に気をつける

なるべく体を動かしたり、運動したりする

健康食品やサプリメント（栄養補助食品）をとる

定期的に健康診断を受ける

日ごろから体重や血圧などのチェックをする

体調が悪いときは早めに医療機関にかかる

タバコをやめた、または本数を減らしている

お酒を飲みすぎない

休養や睡眠を十分にとる
健康や病気に関するテレビ、新聞記事、雑誌などを見て、知識

を身につける
趣味を持つ

体によいと言われることをいろいろやってみる

人間関係を大切にする

ストレス解消を心がける

特に何もしていない

その他

市

都筑区

ご自分の健康のため、どのようなことを行っていますか

健康づくりに関する知識や情報を主にどこから入手していますか

0.401

0.416

0.797

0.204

0.017

0.07

0.038

0.257

0.013

0.113

0.073

0.061

0.064

0.064

0.018

0.519

0.481

0.778

0.204

0

0.037

0

0.259

0.037

0.13

0.111

0.111

0.037

0.056

0

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

家族

友人・知人

テレビ、新聞、雑誌、専門情報誌

インターネット

スーパー、コンビニ

区役所の窓口や広報紙

地域ケアプラザや地区センターの窓口など

医療機関

学校

職場

健康保険組合

スポーツクラブ

参加しているサークルなど

特にない

その他

市

都筑区
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0.347

0.206

0.224

0.156

0.027

0.126

0.129

0.224

0.043

0.407

0.259

0.241

0.074

0.037

0.148

0.204

0.241

0.056

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

体力測定、健康チェック

健康づくり体操

ウォーキング

健康レシピ（ヘルシーメニューなど）による調理実習

禁煙教室（禁煙相談）

健康づくりに関する講演会

区民まつりなどのイベント

参加したいと思う活動はない

その他

市

都筑区

身近にどのような活動があれば参加しますか

都筑区内の年代別構成比
0.412

0.176

0.059

0.059

0

0

0.294

0.235

0.118

0.429

0.19

0.19

0.048

0.048

0.048

0.143

0.333

0.048

0.4

0.467

0.533

0.133

0.067

0.467

0.2

0.133

0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

体力測定、健康チェック

健康づくり体操

ウォーキング

健康レシピ（ヘルシーメニューなど）による調理実習

禁煙教室（禁煙相談）

健康づくりに関する講演会

区民まつりなどのイベント

参加したいと思う活動はない

その他

20～30代

40～50代

60代～

0.17

0.13

0.752

0.815

0.036

0.019

0.042

0.037

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

市

都筑区

よく知っており、活動内容も知ってい
る

名称は聞いたことがあるが、活動内
容については知らない

知らない・聞いたことがない

未記入

保健活動推進員について知っていますか

0.121

0.13

0.799

0.815

0.038

0.019 0.037

0.042

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市

都筑区

よく知っており、活動内容も知って
いる

名称は聞いたことがあるが、活動
内容については知らない

知らない・聞いたことがない

未記入

食生活等改善推進員（愛称：ヘルスメイト）について知っていますか

健康に関する市民意識調査（H20)から
　・20歳以上の市民3,000人（男性1,500人及び女性1,500人をそれぞれ年代別に無作為抽出、うち1,321人が回答（都筑区民＝54人

男性＝18人、女性＝34人、不明２人）
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0.338

0.394

0.288

0.291

0.114

0.26

0.083

0.104

0.156

0.207

0.127

0.044

0.37

0.5

0.352

0.315

0.111

0.241

0.074

0.13

0.167

0.259

0.093

0.019

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

メニューにエネルギーや塩分等、栄養成分が表示されている飲食店

野菜をたくさん食べることができるメニューを提供する飲食店

ストレッチ等、運動ができる遊具が設置された公園

早朝・夜間でも利用できるスポーツ施設

インターネット等による健康づくりに関する情報提供

終日禁煙としている飲食店や公共施設

禁煙治療に医療保険の適用が可能な医療機関

健康づくりのために地域の中でリーダーシップを発揮して活動してく
れる人

自主的に開催する健康づくり教室などへの自治体の支援

悩み等について気軽に相談できる場所

特にない

その他

市

都筑区

あなたの健康づくりを進める上で、どのような環境が整備されるといいと思いますか

健康づくりに必要な環境（年代別）

0.353

0.529

0.412

0.471

0.118

0.235

0

0.059

0.176

0.353

0.059

0.059

0.381

0.571

0.333

0.286

0.048

0.333

0.143

0.095

0.095

0.143

0.095

0

0.4

0.4

0.333

0.2

0.2

0.133

0.067

0.267

0.267

0.333

0.133

0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

メニューにエネルギーや塩分等、栄養成分が表示されている飲食店

野菜をたくさん食べることができるメニューを提供する飲食店

ストレッチ等、運動ができる遊具が設置された公園

早朝・夜間でも利用できるスポーツ施設

インターネット等による健康づくりに関する情報提供

終日禁煙としている飲食店や公共施設

禁煙治療に医療保険の適用が可能な医療機関

健康づくりのために地域の中でリーダーシップを発揮して活動してく
れる人

自主的に開催する健康づくり教室などへの自治体の支援

悩み等について気軽に相談できる場所

特にない

その他

20～30代

40～50代

60代～

健康に関する市民意識調査（H20)から
　・20歳以上の市民3,000人（男性1,500人及び女性1,500人をそれぞれ年代別に無作為抽出、うち1,321人が回答（都筑区民＝54人

男性＝18人、女性＝34人、不明２人）
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保　護
　・都筑区の被保護世帯は、654世帯、被保護人員数は、947人　保護率4.8‰（18区中18位）
　・被保護世帯・人員数は、横ばいで推移していたが、21年度になってから増加
   （H22.1現在741世帯）
　・世帯類型別被保護世帯の構成は、高齢者世帯43.3%、障害15.2%、傷病13.6%、母子11.8%

被保護世帯数・人員数の推移（各年3月31日現在、人口は3月1日現在）

被保護人員数 903 人

3,607,125人　口 183,937 人 人 195,745

平成20年

37,535 世帯

平成21年

都筑区 横浜市

3,631,773人 189,216 人

50,400 人

横浜市

平成19年

都筑区 横浜市 都筑区

人 3,654,429 人

被保護世帯数 621 世帯 36,672 世帯 661 世帯 654 世帯 39,358 世帯

981 人 51,284 人 947 人 53,502 人

保護率 4.9 （‰） 14.0 4.8 （‰） 14.6（‰） 5.2 （‰） 14.1 （‰）

※保護率（‰）＝人口1,000人あたりの被保護人員

（‰）

被保護世帯数推移（平成20年度･21年度比較）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

平成２１年度 667 674 681 687 696 708 726 729 738 741

平成２０年度 649 652 653 646 648 646 643 647 649 644 645 653

580
600
620
640
660
680
700
720
740
760

４月 ６月 ８月 １０月 １２月 ２月

世
帯
数

平成２１年度 平成２０年度

世帯類型別被保護世帯数（平成21年3月31日現在）

100.0100.0 ％ 39,293 世帯

高齢者 283 世帯

合　計 653 世帯

傷　病 89 世帯

障　害

都筑区 横浜市

世帯数 構成比 世帯数 構成比

18,326 世帯 46.643.3 ％ ％

母　子 77 世帯 11.8 ％ 3,204 世帯 8.2 ％

99 世帯 15.2 ％ 4,968 世帯 12.6 ％

13.6

13.9 ％

％ 7,332 世帯 19.8

％

※保護停止中のものを除きます。

％

その他 105 世帯 16.1 ％ 5,463 世帯

都筑区の世帯類型別被保護世帯

43.3

16.1

13.6

15.211.8

高齢者

母子

障害

傷病

その他

横浜市の世帯類型別被保護世帯

8.212.6

19.8

13.9

46.6

高齢者

母子

障害

傷病

その他

区別被保護世帯数・人員数（平成21年3月31日現在、人口は3月1日現在）

（‰）

金沢区

（‰）

（‰）

（‰）

（‰）

22.2

磯子区 163,887

南区 5,563 人 28.3196,391 人 4,314 世帯

人　口 被保護世帯数 被保護人員数 保護率

横浜市 3,654,429 人 39,358 世帯 53,502 人 14.6 （‰）

鶴見区 269,390 人 4,229 世帯 5,982 人 （‰）

神奈川区 227,978 人 2,298 世帯 2,957 人 13.0 （‰）

西区 92,398 人 1,378 世帯 1,703 人 18.4 （‰）

中区 144,311 人 7,769 世帯 8,452 人 58.6

港南区 221,533 人 1,463 世帯 2,150 人 9.7

保土ヶ谷区 205,458 人 2,049 世帯 3,036 人 14.8

旭区 248,504 人 2,548 世帯 3,724 人 15.0

人 1,448 世帯 2,028 人 12.4 （‰）

210,293 人 1,165 世帯 1,756 人 8.4 （‰）

港北区 323,893 人 1,758 世帯 2,359 人 7.3 （‰）

緑区 175,187 人 1,296 世帯 2,142 人 12.2 （‰）

青葉区 300,635 人 1,141 世帯 1,600 人 5.3 （‰）

都筑区 195,745 人 654 世帯 947 人 4.8 （‰）

戸塚区 271,968 人 1,800 世帯 2,737 人 10.1 （‰）

栄区 124,870 人 821 世帯 1,239 人 9.9 （‰）

泉区 155,286 人 1,545 世帯 2,348 人 15.1 （‰）

瀬谷区 126,702 人 1,682 世帯 2,779 人 21.9 （‰）

※保護率（‰）＝人口1,000人あたりの被保護人員
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連合自治会町内会エリア別転出入者数（平成21年9月30日現在）
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転出

転出入の差

は転出超過

地区別データ
　・転入・転出者が多い（人口流動が激しい）地区は、中川、ふれあいの丘、都田、勝田茅ケ崎、
  山田
　・転入超過(人口増）が多い地区は都田、中川、佐江戸加賀原、ふれあいの丘
　・転出超過（人口減）の地区は、かちだ（勝田町）、荏田南、柚木荏田南
　・年齢３区分別人口で、年少人口割合が高い地区は、山田、新栄早渕、中川、ふれあいの丘
　　老年人口割合が高い地区は、かちだ（勝田町）、川和、東山田

１５歳未満 １５～６４歳 ６５歳以上

東山田 18.9% 66.1% 15.0%

山田 22.0% 67.3% 10.7%

中川 20.7% 69.8% 9.5%

勝田茅ヶ崎 21.2% 71.0% 7.8%

かちだ 8.7% 57.0% 34.3%

新栄早渕 21.4% 63.9% 14.7%

都田 17.0% 69.6% 13.3%

池辺 16.9% 68.9% 14.2%

佐江戸加賀原 16.1% 73.4% 10.5%

川和 15.0% 64.7% 20.3%

荏田南 18.9% 71.5% 9.6%

渋沢 19.8% 70.4% 9.8%

茅ヶ崎南ＭＧＣ 17.6% 71.7% 10.7%

ふれあいの丘 20.0% 69.4% 10.6%

柚木荏田南 17.0% 72.9% 10.1%

都筑区 19.2% 68.9% 11.9%

横浜市 13.4% 67.5% 19.1%

連合町内会自治会エリア別年齢３区分別人口構成

0% 20% 40% 60% 80% 100%

東山田

山田

中川

勝田茅ヶ崎

かちだ

新栄早渕

都田

池辺

佐江戸加賀原

川和

荏田南

渋沢

茅ヶ崎南ＭＧＣ

ふれあいの丘

柚木荏田南

都筑区

横浜市

１５歳未満

１５～６４歳

６５歳以上
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地区別データ
　・山田、中川地区については、地区の人口が多いため、年少人口割合、老年人口割合に関わらず、
年少人口・老年人口ともに多い

15歳未満人口の状況

65歳以上人口の状況

ひとり暮らし高齢者世帯・高齢者のみ世帯・その他高齢者のいる世帯
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高齢者単身世帯（計）

高齢者のみ世帯（計）

その他高齢者のいる世帯（計）

１５歳未満人口 地区別の１５歳未満人口構成率

東山田 2411 18.9%

山田 6861 22.0%

中川 7342 20.7%

勝田茅ヶ崎 4390 21.2%

かちだ 325 8.7%

新栄早渕 1122 21.4%

都田 3300 17.0%

池辺 2039 16.9%

佐江戸加賀原 1525 16.1%

川和 1687 15.0%

荏田南 1883 18.9%

渋沢 1607 19.8%

茅ヶ崎南ＭＧＣ 641 17.6%

ふれあいの丘 1852 20.0%

柚木荏田南 731 17.0%

都筑区 19.2%

横浜市 13.4%
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地区別の１５歳未満人口構成率

高齢人口 地区別の高齢化率

東山田 1915 15.0%

山田 3342 10.7%

中川 3356 9.5%

勝田茅ヶ崎 1619 7.8%

かちだ 1284 34.3%

新栄早渕 770 14.7%

都田 2588 13.3%

池辺 1708 14.2%

佐江戸加賀原 996 10.5%

川和 2283 20.3%

荏田南 955 9.6%

渋沢 793 9.8%

茅ヶ崎南ＭＧＣ 368 10.7%

ふれあいの丘 980 10.6%

柚木荏田南 457 10.1%

都筑区 11.9%

横浜市 19.1%
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　00.0～15.0％
　15.1～19.0％
　19.1～23.0％
　23.1～27.0％
　27.1％以上

年少人口割合（％）

都筑区町丁別年少人口割合
平成20年９月30日現在

大棚西

仲町台
一丁目

茅ケ崎東
一丁目

北山田
二丁目

茅ケ崎中央

高山

早渕一丁目

長坂

仲町台
四丁目

牛久保東
一丁目

荏田南
二丁目

中川中央
一丁目

南山田
二丁目

大丸
茅ケ崎南
五丁目

荏田東
一丁目

早渕二丁目

茅ケ崎南
一丁目

桜並木

牛久保東
二丁目

荏田東
二丁目

勝田南
一丁目

勝田南
二丁目

茅ケ崎南二丁目

北山田
三丁目

荏田南
五丁目

加賀原
一丁目

仲町台
二丁目

茅ケ崎南
三丁目

南山田
一丁目

仲町台
三丁目

茅ケ崎東
三丁目

荏田東
四丁目

中川
八丁目

茅ケ崎南
四丁目

早渕三丁目

平台

東山田三丁目

富士見が丘

茅ケ崎東
二丁目

荏田南
一丁目

茅ケ崎東
四丁目

二の丸

川和台

荏田南
四丁目

葛が谷

荏田東
三丁目

佐江戸町

荏田南
三丁目

加賀原
二丁目

南山田
三丁目

見花山

中川
七丁目

中川
五丁目

大熊町

池辺町

川向町

荏田
東町

川和町

東方町
折本町

仲町台
五丁目

勝田町

新栄町

茅ケ崎東
五丁目

大棚町

牛久保東
三丁目

中川中央
二丁目

南山田町
荏田南町

東山田町

茅ケ崎町

北山田
一丁目

牛久保
一丁目

北山田五丁目
北山田
七丁目

牛久保西
一丁目

中川
一丁目

北山田
四丁目

あゆみ
が丘

牛久保西
二丁目

牛久保三丁目

東山田一丁目

牛久保西三丁目

牛久保二丁目

中川
二丁目

東山田二丁目
中川
三丁目

牛久保西
四丁目

牛久保町

北山田六丁目

東山田四丁目

中川
四丁目

すみれが丘

中川
六丁目

00.0～15.0％
15.1～10.0％

　10.1～15.0％
　15.1～20.0％
　20.1％以上

老年人口割合（％）

都筑区町丁別老年人口割合
平成20年９月30日現在

大棚西

仲町台
一丁目

茅ケ崎東
一丁目

北山田
二丁目

茅ケ崎中央

高山

早渕一丁目

長坂

仲町台
四丁目

牛久保東
一丁目

荏田南
二丁目

中川中央
一丁目

南山田
二丁目

大丸
茅ケ崎南
五丁目

荏田東
一丁目

早渕二丁目

茅ケ崎南
一丁目

桜並木

牛久保東
二丁目

荏田東
二丁目

勝田南
一丁目

勝田南
二丁目

茅ケ崎南二丁目

北山田
三丁目

荏田南
五丁目

加賀原
一丁目

仲町台
二丁目

茅ケ崎南
三丁目

南山田
一丁目

仲町台
三丁目

茅ケ崎東
三丁目

荏田東
四丁目

中川
八丁目

茅ケ崎南
四丁目

早渕三丁目

平台

東山田三丁目

富士見が丘

茅ケ崎東
二丁目

荏田南
一丁目

茅ケ崎東
四丁目

二の丸

川和台

荏田南
四丁目

葛が谷

荏田東
三丁目

佐江戸町

荏田南
三丁目

加賀原
二丁目

南山田
三丁目

見花山

中川
七丁目

中川
五丁目

大熊町

池辺町

川向町

荏田
東町

川和町

東方町
折本町

仲町台
五丁目

勝田町

新栄町

茅ケ崎東
五丁目

大棚町

牛久保東
三丁目

中川中央
二丁目

南山田町
荏田南町

東山田町

茅ケ崎町

北山田
一丁目

牛久保
一丁目

北山田五丁目
北山田
七丁目

牛久保西
一丁目

中川
一丁目

北山田
四丁目

あゆみ
が丘

牛久保西
二丁目

牛久保三丁目

東山田一丁目

牛久保西三丁目

牛久保二丁目

中川
二丁目

東山田二丁目
中川
三丁目

牛久保西
四丁目

牛久保町

北山田六丁目

東山田四丁目

中川
四丁目

すみれが丘

中川
六丁目

町丁別年少・老年人口割合
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都筑区の現状と課題 

（１）顔と顔の見える関係づくり

都筑区の人口は、子育て世代の流入により、平成６年行政区再編成以来年平均 6,000 人規模

で増加しており、市内で最も平均年齢が若く、15 歳未満人口の比率が高い区となっている。世

帯構成は、一世帯あたりの人員数は市内では最も多いが、一方で、核家族の割合が泉区に次い

で高く、一世帯あたりの人員数は年々減少している。今後も、核家族化とともに、「夫婦と子ど

も」世帯が減少し、「夫婦のみ」や「ひとり暮らし」世帯が増加していくなど、世代にかかわら

ず、世帯が小規模化していく傾向にある。世帯構成の変化に伴い、これまでの家族の担ってき

た育児や介護などの機能が低下する中、家族以外の人の支援が必要な人が増えている。また、

人口流動性が非常に高いことや近隣との付き合い方など価値観の多様化などにより、地域のつ

ながりが希薄化している。若い世代や単身世帯など近所づきあいのほとんどない人も見られ、

家族以外の人の支援が必要な人や地域で孤立していると考えられる人がますます把握しにくく

なっており、意識的に顔見知りの関係や気軽に声をかけられる関係をつくっていくことが必要

となっている。

  特に、自治会町内会は、地域の防犯、防災、福祉等の様々な身近な生活課題を共同で解決す

る地域を基盤とした住民組織であるが、若い世代の関心の低下や集合住宅居住者の増加などに

よる未加入世帯の増加が課題となっている。

（２）担い手の拡充とボランティア風土づくり

市民活動団体やボランティア活動者は年々増えてはいるが、自治会町内会や地区社協等の担

い手の不足や固定化が課題となっている。また、今後の少子高齢化の進展によるボランティア

に対するニーズの高まりが進むと考えられる。今後、活動への参加意向が３人に１人との調査

結果もあり、地域における活動の担い手のより一層の掘り起こしを図り、ボランティア活動者

の拡充や風土づくりを図っていくことが必要となっている。 

（３）必要な人に支援が届けられる仕組みづくり

区役所、地域包括支援センターなど地域の身近な相談機関・専門機関や民生委員・児童委員、

保健活動推進員等地域の活動者の認知度が低く、また、どのような相談を受けられるのか知ら

ない人や困っていることをうまく表現できない人もいることから、このような支援が必要な人

を相談機関や専門機関、適切なサービス提供につなげられる仕組みづくりが必要となっている。 

（４）子育て支援と家庭・学校・地域の連携

市内で最も平均年齢が若く、15 歳未満人口の割合が最も高い区となっている。

家族機能の低下、地域のつながりの希薄化、晩婚化や非婚者の増加など、家庭で子育てをし

ている保護者は、子育てが孤立し、負担感や様々な悩み、不安をもちやすい状況となっている。

こうした子育て家庭に対して、地域の保育園や幼稚園、子育て関係機関・市民活動団体が、

その機能・資源を有効に活用して子育て支援事業を充実することが必要となっている。

  また、ひとり親世帯、障害児とその家庭、不登校やひきこもり、児童虐待など配慮を要する

こどもや家庭への適切な支援が必要となっている。
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こどもを取り巻く環境の変化の中で、こどもが健やかに成長し、自立心や社会性が育まれる

よう、こどもの地域社会への参加を促進するとともに、これまで以上に家庭・学校・地域の連

携を一層緊密なものとし、自治会町内会や市民活動団体、企業など地域の力を結集してこども

の育つ環境を整えることが求められている。

（５）高齢者への支援

65 歳人口の割合が、市内で最も低い区となっているが、今後は急速に少子高齢化が進み、2030

年には 21.8%と現在の約２倍になると予測されている。ひとり暮らし高齢者、高齢者のみ世帯は

年々増加傾向にあり、支援が必要とされる高齢者の地域での見守りが必要となっている。 

都筑区は転入者が多く、65歳以上人口、75歳以上人口における転入高齢者の割合は市内で最

も高くなっているが、特に高齢者の場合、転居による環境の変化に適応しづらく、閉じこもり・

孤立しがちな生活から認知症や寝たきりに移行することが懸念される。要介護認定者も年々増

加傾向にあることから、高齢者一人ひとりが介護予防・認知症予防の必要性に気づき、日常生 

活の中で自ら介護予防・認知症予防に取り組み、継続できる仕組みづくりが必要となっている。 

また、高齢者の中には自治会町内会や老人クラブの友愛活動、市民活動などボランティア活

動に幅広く取り組んでいる人も少なくないが、一方で、高齢者の４割以上が地域とのかかわり

が薄いことや老人クラブの加入率の低下もあることから、高齢者の知識や経験、意欲を活かし

た社会参加・地域貢献活動等生きがい活動の促進が求められている。 

（６）障害児・者への支援

身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、精神保健福祉手帳所持者ともに年々増加している。

うつ、統合失調症などの精神障害者も増加傾向にある。アンケート調査では、「自分の意思が伝

わらない」「周囲の理解がない」と感じる人の割合が多く、障害に対する正しい理解を深めるこ

とが必要となっている。また、障害者の 30%以上の人が「災害時の安全確保が不安」だと考え

ており、地域での災害時の要援護者支援の取り組みや、障害のある人や家族が地域で行われる

防災訓練に参加しやすい環境づくり等が求められている。さらに、地域との付き合いについて

は、「地域イベントを楽しむ」「スポーツ等一緒に活動する」「子ども会･自治会活動を一緒にす

る」等今後の意向の割合が多いなど地域との交流機会が障害者から求められている。 

（７）都筑区の特性を活かした健康づくり

都筑区の平均寿命は、男性が 80.7 歳、女性が 87.2 歳で、全国的にも非常に長寿で、自殺者

も人口 10万人対では 18区中第 18位と非常に少ない地域となっている。 

アンケート調査では、活動への参加意向としては、「体力測定、健康チェック」「健康体操」「ウ

ォーキング」があげられており、特に「野菜をたくさん食べることができるメニューを提供す

る飲食店」を高くなっていることから、都筑区の特徴となる公園や都筑野菜などを生かした健

康づくりが求められている。 




