
WEB 紙 全体合計

36 1255 1291

質問1　あなたの年齢についてお聞きします。（２０２０年１２月１日時点）

ア： ～２０歳 ― 4 4

イ： ２１～４０歳 8 89 97

ウ： ４１歳～６４歳 13 374 387

エ： ６５歳～ 15 788 803

ア： 一戸建 23 697 720

イ： 集合住宅 13 553 566

ウ： その他: ― 5 5

ア：  車や自転車でないと行けない。 7 167 174

イ：  お米や飲料水のなど重い物は持って帰れない。 9 194 203

ウ：  1人で買い物をすることに自信がない。 ― 26 26

エ：  特になし 20 882 902

オ： その他 3 57 60

ア：  代わりに買い物して来て欲しい。 ― 34 34

イ：  移動販売車に来て欲しい。 2 64 66

ウ：  地区内循環バスが欲しい。 8 162 170

エ：  特になし 21 954 975

オ： その他 5 48 53

質問５　健康維持・増進のため、関心を持っていることを教えてください。（複数回答可）

ア：  食事 33 971 1004

イ：  睡眠 25 700 725

ウ：  運動 29 945 974

エ：  会話 10 349 359

オ：  学習 6 164 170

カ：  趣味 18 466 484

キ： その他 ― 31 31

質問６　コロナ禍で特に困っていること、心配なことは何ですか。

ア： 外出しにくい 17 690 707

イ： 運動不足 12 312 324

ウ： 人との交流不足 14 527 541

エ： 趣味や学びができない 8 211 219

オ： 特になし 8 173 181

カ： その他 ― 61 61

「より良いまちづくりアンケート」集計結果

湘南大庭地区郷土づくり推進会議

○実施期間：2020年12月10日から28日まで

質問２　住まいの状況（住宅の形態）についてお聞きします。

質問３　買い物・移動に際しての困り事についてお聞きします。

質問４　買い物・移動に際しての要望をお聞きします。
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質問７　コロナ禍で参加・再開している活動を教えてください。

ア： 清掃活動 2 88 90

イ： ラジオ体操 3 79 82

ウ： 趣味の活動 11 296 307

エ： ボランティア活動 7 101 108

オ： 特になし 17 616 633

カ： その他 1 71 72

質問８　コロナ禍の終息後、再開または新しく始めたいことがあれば教えてください。

21 442 463

5 77 82

質問10　地域の情報としてどんなことを知りたいですか。

ア： 地域のイベント 22 493 515

イ： 地域団体の活動 15 218 233

ウ： サークル活動 16 237 253

エ： 特になし 5 390 395

オ： その他: ― 37 37

質問11　現在、地域の情報はどのような手法で得ていますか。

ア：  回覧板 34 1026 1060

イ： ふらっと湘南大庭（ ポータルサイト） 9 83 92

ウ： 口コミ 11 182 193

エ： 特になし ― 97 97

オ： その他: ― 97 97

質問12　情報を得るものとして利用している物､始めた物は何ですか。

ア： パソコン 21 400 421

イ： スマホ 29 708 737

ウ： 携帯電話 3 105 108

エ： タブレット 9 124 133

オ： その他 1 53 54

質問13　自由意見

21 330 351

※記述していただいた回答は、次ページ以降にまとめています。
　　・趣旨を損なわない程度に表記を変えている場合があります。
　　・集計数と記述回答の数は必ずしも一致いたしません。

質問９　現在、湘南大庭地区では皆で笑顔と健康の“和”を広げ、健康意識の向上をめざしたラジオ
体操を実施しています。→参加されている方へ。差し支えなければ､あなたがラジオ体操をしている
場所と時間を教えてください。「場所」「曜日」「時刻」
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番号 分類 内容

1 将来 老いと共に近場であっても難しいことが生ずると思う。

2 27% 今は良いが将来は心配

3 将来車が運転できなくなっときの買い物が心配です。

4 今は大丈夫だが数年先は分からない。

5 将来は困るであろう。

6 最近ひざがまがらなくなり､上り下りが痛くてつらい。

7 今はないけれど、将来は不安。

8 5年後にはそうなりそう。

9 今は重いものは持てるが､数年後は(ｲ)の項目が心配。

10 この先車を手放した時のことを考えておく時期が来た。

11 現在は車の運転ができるが…。

12 健康なので今は特にない

13 今のところ買い物は出来ます。

14 今は大丈夫だけど何年か先は…。

15 そのうちそうなると思う。

16 依頼 買い物を看護師さんにお願いしています。

17 29% 重い物は宅配を利用

18 食材も重い物は配達を依頼する。

19 おうちCO-OP利用している。

20 Coop生協に依頼

21 生協に定期的に頼んでいます。

22 忙しくて、買い物の暇がない。

23 お米屋飲料水などの重い物はＣＯＯＰなどに頼んでいる。

24 妻が介護度4の為一緒に買い物に出かけるのは不可(ﾃﾞｲへ行ってる日)

25 重いものは生協で取っている。

26 妻の足が悪くほとんど自分が買い物担当している。

27 ひとりでは外出不可

28 小さい子どもがいるので､なかなか行きたいときに行けない｡

29 ﾈｯﾄ注文

30 ネットで買い物

31 近くのスーパーでインターネット申し込み配達して欲しい。

32 地域 運動の為徒歩で片道20～30分位

33 11% 東急や郵便局、銀行まで歩いて行けません。バス停前にして頂きたいです。

34 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ等の移動手段があれば予防より備える段階を視野に入れるべきかと･･･。

35
現在何とか歩けますので週一位はｽｰﾊﾟｰへ買い物に行けます。まとめ買いでついつい荷物
が重く、ﾘｭｯｸを背負い這いずる様な気持ちで帰宅し、けっこう体にこたえます。負けん気の強
い人間(性格)で倒れるまで「ｶﾞﾝﾊﾞﾙｿﾞ！」と意気込んでいます。

36 駅周辺からの渋滞で移動の時間が読めない。

37 上り坂。下り坂がきつい。

質問３　買い物・移動に際しての困り事についてお聞きします。
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38 地域 坂が多い。

39 16% 子連れでの買い物が大変

40 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰがない。

41 店が少ない。

42 荷物を考えると歩きがきつい。石川経由湘南台間のバスが少ない。

43 辻堂駅周辺の渋滞

44 雨の日の買い物、移動

45 3階まで重いものをもって行くのがだんだんきつくなってきた。

46 バスの移動のみ

47 店舗 東急やイオンの客足が減っているので心配

48 9% 東急は物価が高いので、安価なスーパーを設置に努力して欲しい。

49 ネットスーパーで買うと商品によっては個数制限があり買い物しづらい。

50 お店の方々と仲良くなる、その結果配達OK。

51 店内の運搬車を有料で貸し出してほしい。

52 その他 今のところはない。

53 9% 今のところ支障なし

54 家族に高齢者がいる。自身で買物に行ける。

55 ｺﾛﾅ禍により店舗へ行き辛い｡

56 自転車屋さんを探している。
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番号 分類 内容

1 交通 バスの本数を増やしてほしい。

2 27% スーパー・病院などへの循環バス。

3 いづれ、自動車の運転ができなくなったら、循環バスがあるとよい。

4 バスで出かけます。

5 藤沢市民病院から湘南ライフタウンまでのバスが欲しい。

6 電動の自転車のレンタルがあるとよいと思う。

7 同じ地区に住んでいる祖父母は買い物に困っている｡

8
内回り・外回り・既存のバスとの乗り換えを可能に。神奈中バスとの交渉になると思います
が、急行バスとの乗り換えがうまく利用できれば。

9 地下鉄か相鉄を延長

10 バス運行時間が不規則

11 石川経由湘南台間のバス増便

12 バス本数減で通勤時間混雑

13 公共バスが乗れる割引券が欲しい。無料なら嬉しい。

14 環境 公園でミニマルシェがあると良い。

15 8% 地区内で買い物を完結させたい。

16 駒小前のT字路に信号機を付けて欲しい。

17 歩道の落ち葉、ゴミで歩きづらい、アスファルトの荒れもある。

18 配達 Amazon freshの配達範囲になればもっと便利になると思う。

19 15% 購入した物を自宅まで配達して欲しい。（有料でも可）

20 買ったものを配達してもらえると助かる。

21 ネットスーパーを活用している。

22 生活援助の法的支援（介護保険）より､ネットスーパーの利用に転嫁させるべき。

23 ネットで購入している。

24 灯油の移動販売車が来て欲しい。

25 店舗 店舗数が少ない。

26 21% 近くにもっとお店を増やして欲しい。現在東急１店のみ。

27
歳をとって車の運転もできなくなった時のために､近くに小さなスーパーやコンビニを作って欲
しい｡

28 東急・イオンが潰れませんように。

29 農協や地域の生産業者や商品と直接つながら場が欲しい。

30 大型スーパー等を誘致して欲しい。

31 スーパーはあまり利用しない。

32 生協など利用

33 イオンがあることがこの地域の資産価値を高めている。テナントはなくなることが心配。

34 民間スーパーより安い値段で。

35 将来 今は良いが将来は…。

36 17% 現在は問題ないが将来は必要。

37 今の所歩けますが80才すぎて(もし生きていたら?)の足が心配のタネです。

38 ※高齢になって車を運転できなくなったら必要と感じる。

質問４　買い物・移動に際しての要望をお聞きします。
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39 将来 将来は困るであろう。

40 今のところ運転ができますので…。

41 車が運転できる間は問題ないが…。

42 重い物のごみ出しを出すことがつらいので手伝って欲しい。

43 その他 階段の昇降がつらくなってので、いつかは大庭を離れることも考えねば。

44 13% 現在は車の運転が可能

45 家内は健康

46 今のところ特になし。

47 今のところ問題なし。

48 今のところ支障なし。
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番号 分類 内容

1 活動 ｻｰｸﾙ活動への参加

2 37% ジムではなく、もっぱらウオーキング・散歩。夏は大変だが…。

3 ﾃﾚﾜｰｸによるﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾜｰｸ

4
①子供の頃から水彩画が好きで現在もｻｰｸﾙ活動②ﾊﾞﾝﾄﾞ演奏(Drmｾｯﾄ)現在は妻の介護の
為中止(ｴﾚｷﾊﾞﾝﾄﾞ時代～ｷｬﾊﾞﾚｰﾊﾞﾝﾄﾞ5年経験も)

5 ボランティア

6 人との交流

7 身体の続く限り屋敷内の植木等は自分で行う。

8 ボランティア

9 地域活動に参加

10 仲間との活動

11 特にコミュニティー

12 運動 歩数

13 17% 家にずっといない様にしている｡外にでてﾒﾘﾊﾘをつける。

14 健康づくり運動(ﾛｺﾓ､ﾌﾚｲﾙ)

15
自治会で毎週土曜日曜ﾗｼﾞｵ体操を1年前から実施中､他の地区でも始めていく事が好まし
い。

16 外出

17 趣味 生き甲斐を持つこと。

18 13% 自分の好きなことをする。

19 家庭菜園

24 楽しく働くこと

20 その他 気持ちの持ち方､常に前向きでいたい。

21 33% 全て（ア食事～カ趣味）健康を保つ為不可欠ですが中々うまくできません。

22 サバイバル知識（災害時における）

23 仕事

25 身体の不調（未病なども含めて）を診てくれるところを探しています。

26
法律、土地問題などいろいろ勉強したいと思いましたが、第一に健康であればよいと考える
ようになりました。

27 元気なうちは外で働きたい。

28 友達と電話する。

29 社会参加・仲間づくり・まちかど喫茶、大変良いですね。

30
市の広報で学習案内があるが歴史ばかりでつまらない。中高生も興味を持つような最新トレ
ンドを扱ったテーマも欲しい。大学とのコラボでも良い。

質問５　健康維持・増進のため、関心を持っていることを教えてください。（複数回答可）
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番号 分類 内容

1 感染
仕事柄毎日東京へ県またぎの勤務を強いられていて、自粛とは無縁の故、コロナ感染の有
無、自身が原因で広めていないか心配です。

2 27% 感染者の状況が知りたい。

3 病院に行きづらい。

4 とにかく怖いです。

5 多くの人と接する仕事で不安。

6 地域の人々が感染不安で気が滅入りつつあること。

7 買い物等に子どもを（乳児マスクなし）連れて行くのが心配

8 ３蜜

9 ｸﾞﾙｰﾌﾟでの集まりがひかえ気味

10 室内は行き来しにくくなった｡→でも最近はあまり過剰に気にしていません。

11 どこから感染する(ｳｨﾙｽ)のかを､知りたいのですが?

12
12/22のｻｰｸﾙの講師の仲間の方がｺﾛﾅになってしまい､PCRの結果は講師は(-)でしたが､自
宅待機となりｻｰｸﾙは開けなくなった。

13 ｽｰﾊﾟｰﾚｼﾞ待ちの列が長くなり三密のとき。

14 気が付かないうちに感染するかもしれない恐怖。

15 親がいるので感染リスクを下げることを心がける。

16 家族への感染

17 家族への感染

18 外出 旅行ができない｡

19 22% 旅行に行けない。

20 旅行に行けない。

21 旅行に行けない。

22 遠出がしにくい。

23 東京に行けない。

24 美術館や都心のイベントにいけない。旅行に行けない。

25 東京・横浜・鎌倉へ毎日でかけたいのだが、この一年は駄目

26 実家への帰省ができない。

27 外食ができない。

28 飲み会ができない。

29 実家に帰れない　県外

30 買い物だけに大出している、（東急・イオン）バスで。

31 自発的行動制限をしている不自由感。

32 健康 子供達が外で遊べず､運動不足､家で遊んでいて体が心配です｡

33 11% 人間ドッグなどの検診

34 日頃健康なので、かかりつけ医がいない。

35 医療機関の受信（発熱時）の待ち時間と対応が寝たきり高齢さは大変でした。

36 一人身なので病気になったら大変ということ痛感している。

37 具合が悪くてもすぐに病院で診てもらえない。

38 90歳の父の介護と重なり、日々息苦しい。

質問６　コロナ禍で特に困っていること、心配なことは何ですか。
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39 教育 子どもの活動制限（学校行事やスポーツ団）

40 6% 学校関係

41 子供の学習面(学校の授業短縮)が心配。

42 子どもが体験できる事に制限があると心配。

43 子育 ライフワークの子育て支援が出来ない。

44 5% 子どもたちの精神的な不安

45 子どもたちの精神的な不安

46 面会 施設に入っている､両親に会う事が出来ない。

47 8% 高齢の親に会いに行けない

48 田舎の母の看護等に行けない。

49 関東圏に散らばって暮らしている家族のこと。

50 孫に会えない。

51 収入 収入

52 5% ボーナス減った。

53 収入の減少

54 地域 自治会…友人との会合

55 5% 自治会活動

56
自分の身内の心身面が不健全なことです｡外出を控えてるのでストレス発散の居場所なく巣
ごもり生活の中､益々孤立化が深まりつつあります｡

57 その他 仕事

58 11% 歌を歌う会　月に１回が中止

59 今まで寝る時間が少なかったが、お陰様で睡眠時間が良く取れている。

60 常に不安でやることやれることが限られてしまう（例えば、バス電車に乗らない）

61
家族には医従者や福祉従者又入院している者もいます｡理解格差､行動格差の幅差が大き
いと感じます｡

62 隣家からの受動喫煙、テレワークでの大声。

63 今は仕方ない。
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番号 内容

1 運動

2 運動

3 運動

4 運動

5 運動

6 ジム

7 ジム

8 ジム

9 セントラルスポーツ

10 フィットネスクラブ

11 ジョギング

12 スポーツ

13 医療センターコンディショントレーニングﾞ

14 筋トレ、ウォーキング

15 有料の体操教室

16 体操

17 体操

18 体操

19 グランドゴルフ

20 グランドゴルフ

21 テニス

22 テニス

23 卓球・バウンドテニス

24 プール

25 江ノ島ボーリング、週１回

26 山歩き・水泳

27 夕方の散歩

28 会社の出勤

29 リハビリのため運動

30 自治会

31 自治会活動

32 自治会活動

33 自治会役員活動

34 自治会での防犯パト・集会所の清掃活動

35 自治会の仕事

36 自治会の役員､防犯ﾊﾟﾄﾛｰｯﾙ

37 パトロール

38 防犯パトロール

質問７　コロナ禍で参加・再開している活動を教えてください。

運動系：２８％

自治会活動：１３％
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39 旅行

40 旅行

41 旅行

42 家庭菜園

43 家庭菜園

44 野菜作り

45 サークル活動・友人との交流

46 サークルの運動と市の施設の運動には参加している。

47 自宅であみもの教室を時短で再開している。

48 通勤

49 仕事

50 仕事

51 仕事先でも4人以上の会議は禁止もしくは検討をかさねている。（時間短縮等・GP別など)

52 週に１度のケアサービス

53 限定的な地域コミュニティー

54 市民の家の運営管理

55 聖書研究(ズーム)

56 市主催の講座、講習・コーラス

57 毎朝の散歩で空き缶ペットボトルを回収したり、団地内の落ち葉掃き。

58 友人､知人と公園でｺｰﾗｽや雑談などをしている｡Gｺﾞﾙﾌ､友人達とも食べ歩き等

59 友人とのランチ

60 公民館などの子どものイベント

61 老人ホームの食事

62 普通の生活をしている。

63 時々実施

64 再開しているが、高齢のため思うように参加できない。

65 今は休んでいる。

66 色々な活動をしていたが今は中止です。

67 再開していない｡

68 自粛中

69 体調が悪いので何もできません。

趣味：４５％

その他：３１％
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番号 内容

1 旅行

2 旅行

3 旅行

4 旅行

5 旅行

6 旅行

7 旅行

8 旅行

9 旅行

10 旅行

11 旅行

12 旅行

13 旅行

14 旅行

15 旅行

16 旅行

17 旅行

18 旅行

19 旅行

20 旅行

21 旅行

22 旅行

23 旅行

24 旅行

25 旅行

26 旅行

27 旅行

28 旅行

29 旅行

30 旅行

31 旅行

32 旅行

33 旅行

34 旅行

35 旅行

36 旅行

37 旅行

38 旅行

質問８　コロナ禍の終息後、再開または新しく始めたいことがあれば教えてください。

旅行系：３０％
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39 旅行

40 旅行

41 旅行

42 旅行

43 旅行

44 旅行

45 旅行

46 旅行

47 旅行

48 旅行

49 旅行

50 旅行

51 旅行

52 旅行

53 旅行

54 旅行

55 旅行

56 旅行

57 旅行

58 旅行

59 旅行

60 旅行

61 旅行

62 旅行

63 旅行

64 旅行

65 旅行

66 旅行

67 旅行

68 旅行

69 旅行

70 旅行

71 旅行

72 旅行

73 旅行(海外)

74 旅行（内外）

75 旅行､外食

76 旅行､人との交流､会話

77 旅行・運動

78 旅行・演奏会の観覧

79 旅行・温泉

80 旅行・外出
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81 旅行・外食

82 旅行・外食

83 旅行・外食

84 旅行・会食・里帰り

85 旅行・帰省

86 旅行・帰省

87 旅行・キャンプ・帰省

88 旅行・里帰り

89 旅行・手芸

90 旅行・スポーツ観戦

91 旅行･都内等への外出

92 旅行･飲み会

93 旅行・美術館

94 旅行・ボランティア

95 旅行・ボランティア

96 旅行会食

97 旅行に行きたい。

98 旅行にいきたい。

99 旅行に行きたい。

100 旅行に行きたい。

101 旅行に行きたい。お祭りの再開。

102 旅行に行けない・外食を気兼ねなくしたい。

103 旅行やサークル活動・ボランティア活動

104 海外

105 海外旅行

106 海外旅行

107 海外旅行

108 海外旅行・いろいろな仲間との食事会

109 海外旅行･ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

110 外国旅行

111 温泉旅行

112 家族旅行

113 家族旅行・人との交流

114 お出かけしたい。

115 お出かけや旅行

116 観劇・友人との食事・旅行

117 県を跨ぐ旅行

118 行楽

119 観光

120 帰郷

121 帰省

122 帰省
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123 帰省

124 帰省・旅行

125 帰省・旅行・市のイベント参加

126 里帰り

127 実家に行く。

128 実家に行って親の様子を見たい。

129 実家に帰省､旅行

130 故郷に住む兄弟､友人､知人に会いつもる話しをしたい｡ 就活計画を実施したい。

131 親との面会

132 はなれている家族との交流・私的な外出

133 子ども･孫たちとの交流､帰省(親戚との交流)飲食(同窓･OB)

134 里山散歩

135 近くの公園などの散歩

136 ショッピング

137 ショッピング・外食・映画鑑賞

138 自由に行動したい。

139 病院へ行くこと。

140 外出

141 外出

142 外出

143 外出

144 外出・名所巡り等

145 外出・ジム通い・会食・趣味（茶堂）

146 外出・旅行

147 外出・旅行・外食

148 不安なく街を歩きたい。

149 未知の街歩き

150 交通機関を安心して使いたい。

151 バスツアー等の旅行

152 都内､県外への外出 旅行

153 都内に出かける。

154 都内に買い物に行く。

155 都内への通院、墓参、県を越えた友人と会うこと。

156 都内や遠出などをすること。

157 出かけたい※バス旅行

158 出来るかぎり外出はしたい｡

159 好きな時に外出､外食など

160 楽しい外出交流

161 東京や横浜に行きたい。外食がしたい。海外旅行したい。

162 外食､ｲﾍﾞﾝﾄ参加､友達との交流ﾊﾟｰﾃｨｰ､旅行（特に海外旅行）

163 外食､旅行､趣味(習い事)

164 外食・行楽

外出系：６％

食事系：１３％
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165 外食・旅行・買い物

166 家族や友人と外出､外食

167 市外イベント・買い物

168 会食

169 会食

170 会食

171 会食

172 会食

173 会食

174 会食 交流の場

175 会食（多人数）

176 友人と旅行

177 友人と食事・旅行

178 友人との会合・旅行

179 友人との会食

180 友人との会食

181 友人との会食

182 友人との会食

183 友人との会食

184 友人との会食

185 友人との外食

186 友人との会食､美術館､映画館､買いものを自由にしたい。

187 友人との会食・外出

188 友人との食事

189 友人との食事 旅行

190 友人との食事会

191 友人との食事を再開したい。

192 友人と飲み会

193 友人とのランチ・飲み会

194 友人との旅行､孫たちとの会話

195 親しい人との会食

196 そんなに飲酒はしないが、飲み会の交流を気持ちよくできるようになりたい。

197 食事会

198 食事会､飲会などに出席したいです。

199 食事をしたり（仲間と）近場で良いので外出したい。

200 イベント参加・ハイキング・外食

201 地元での会食

202 公園でマスクを外してみんなでお弁当を食べたい。

203 友達と食事会・コンサート

204 友達と食事とかガーデンを見に行きたい

205 友達との会食

206 親戚・兄弟との食事語らい。
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207 グループでランチ会

208 グループ活動の再開（心遊会・ふるさとの会等）

209 グループでの食事や旅行

210 会合・会食

211 たくさんの人との会食

212 飲み会

213 飲み会､祭り

214 飲み会・ゴルフ

215 皆さんと飲み会・田舎に帰省・美術館巡り

216 ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ､お茶会､ﾗﾝﾁ会

217 各種イベントの再開、マラソン大会への参加･･･。

218 友人との交流

219 友人との交流会

220 友人との集い

221 気楽なコミュニティー広場をつくって欲しい。

222 友人と会いたい。

223 友人作り

224 友人作り

225 友人作り

226 人脈作り

227 交流

228 交流

229 仲間との交流

230 仲間との交流

231 仲間との交流

232 人との交流

233 人との交流

234 人との交流

235 人との交流

236 人との交流 趣味(ｶﾗｵｹ)

237 人との交流、およびフレイル予防対策

238 人との交流､自治会員交流まつり

239 人との交流・イベント等への参加

240 人との交流・趣味

241 人との交流・趣味の正常化

242 人との交流(ｻｰｸﾙの再開)

243 地域の同窓会活動。ハイキングや麻雀など

244 当分収束しない中で工夫して人との交流を求めたい。

245 他の人と交流

246 子どもや孫に会うこと・友人との交流

247 自治会交流事業 遊 旅行 飲み会

248 自治会内の交流

交流系：１０％
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249 地区内での交流他

250 地域・会社ＯＢとの交流

251 地域参加

252 地域的ですが、盆踊りお祭り等に参加したい。

253 地域のお祭

254 地域の祭りやレク大会・交流会の再開

255 新春の集い・子どもまつり・ふるさとまつり

256 地域コミュニティーの拡大

257 地域団体活動・サークル活動

258 休止中の団体活動

259 子どものサークル活動

260 所属しているクラブの活動

261 運動

262 運動

263 運動

264 運動

265 運動

266 運動

267 運動

268 運動（体力維持）

269 運動・音楽

270 運動・国内、国外への旅行

271 運動・趣味の活動・ボランティア活動

272 運動･友達との食事会

273 運動不足解消に、ヨガを始めた。

274 運動・人との交流・外食

275 体育館への運動､友人との食事

276 スポーツ（ジム、フィットネス）

277 スポーツ各種・旅行

278 スポーツジム

279 ジム

280 ジム・プール

281 ジム通い

282 ジム通い・遠方への外出

283 ジムを再開したい

284 体操教室

285 体操教室

286 体操教室 友人との旅行

287 月４回だった体操教室が１回しかできないので、４回に戻してほしい。

288 シニア体操・公民館活動

289 ラジオ体操､ボランティア活動､趣味の活動

290 アウトドア―スポーツ

運動系：１６％
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291 筋トレ

292 筋トレ

293 トレーニング

294 トレーニング・旅行・仲間との交流

295 プール､トレーニング体操､傾聴ボランティア､孫たちとの交流

296 プール・音楽・友人との集まり

297 月一の仲間とのウォーキングと飲み会

298 卓球

299 卓球ダブルス（現在はシングルのみ）

300 卓球を続けて出来ること。

301 ウオーキング

302 ウオーキング

303 ウオーキング

304 ウオーキング

305 ウオーキング

306 ウオーキング

307 ウオーキング

308 ウオーキング

309 ウオーキングの会

310 ウオーキング、自治会内での集まり

311 ウオーキング、自治会内での集まり

312 ランニング・ウォーキング

313 大庭地区ﾊｲｷﾝｸﾞを始めたい｡(この土地は上り下り･･多くよい運動ができます｡）

314 健康ハイキング・のど自慢大会

315 ハイキング

316 ハイキング

317 ハイキングﾞ､旅行､イベント､コンサート

318 登山

319 登山

320 山登り・テニス・会食

321 低山歩き

322 ヨガ

323 ヨガ

324 ヨガ

325 ヨガ・旅行・公園で遊ぶ

326 ヨガﾞ等のサークル活動に参加したい。

327
月×２回のヨガ(竹の会)･通いの場への参加(芭蕉苑の催し)月×２回･なごみサロンへの参加（大
庭公民館、月×１回）･日帰りバスツアー（年２回春と秋）に参加したい。

328 自治会の各種活動・海外旅行

329 地区主催の行事グランドゴルフ､体育館での運動等

330 テニスの大会・孫との食事
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331 集会所での集まり

332 集会所を使用しての活動

333 趣味

334 趣味

335 趣味の集まり

336 趣味の活動

337 趣味の活動

338 趣味の活動

339 趣味の活動

340 趣味の活動

341 趣味の活動

342 趣味の活動

343 趣味の活動

344 趣味の活動

345 趣味・友人との交流

346 趣味・旅行

347 趣味の活動・街区忘年会・友人との飲み会等

348 趣味の活動・人との交流・ジム通い・海外旅行

349 趣味を増やしたい

350 趣味の教室

351 趣味の活動

352 サークル活動

353 サークル活動

354 サークル活動

355 サークル活動

356 サークルの輪・地域の輪を広げて老人みんなが笑顔で暮らしたい。

357 カラオケ

358 カラオケ

359 カラオケ・飲み会・親族との交流

360 カラオケ・旅行

361 カラオケに行きたい。

362 コーラス

363 コーラス

364 コーラス

365 コーラス

366 コーラス・散歩

367 コーラス・テニス

368 歌､料理教室､旅行

369 歌を歌う会の再開

370 会って話す交流の機会を増やした。

371 コンサート会場に行く。

342 今年はコンサートが中止・自粛になったので再開を期待

趣味系：１４％
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373 映画・コンサート・友人との食事

374 和み､小ﾎｰﾙでの音楽会など。

375 パッチワーク

376 美術館・ライブ

377 美術館回り

378 麻雀

379 麻雀

380 麻雀、親睦会

381 グランドゴルフ

382 ゴルフ

383 剣道

384 囲碁

385 ソシアルダンス

386 楽しいイベント

387 水泳教室・食事会・デパート巡り

388 水中運動（行きたい場所へのバスが通っていない）

389 習い事、旅行（海外）

390 習い事・トレーニング

391 習い事

392 ボランティア

393 ボランティア

394 ボランティア

395 ボランティア

396 ボランティア活動

397 ボランティア活動

398 ボランティア活動

399 ボランティア活動

400 ボランティア活動

401 ボランティア活動

402 ボランティア活動

403 少しの仕事・ボランティア活動

404 地域のボランティア活動

405 ボランティア、バイト活動

406 費い続きボランティア活動等、そのための資格講習会への参加

407 奉仕活動

408 バイト

409 各種講座の受講・習い事の再開

410 各集会等の開催・行事等の開催

411 子どもの習い事

412 子どもの習い事

413 子育て支援の再開

414 スケッチや風景写真撮影､ライブ活動

ボランティア

その他：７％
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415 特になし、現在寝たきりの母の看病をしているので、何もできないのが現状です。

416 図書館

417 図書館・体育館の利用

418 図書館利用（予約等せずに自由に閲覧できる）

419 読書量が60倍ぐらい増えた。

420 オンラインレッスン

421 今までやっていたことができればよい。

422 普通の生活

423 普通の生活

424 元の生活に戻したい。

425 今は中止していることが再開できることを待っている。

426 バザー等

427 防音工事

428 防災訓練・防災会議・防災リーダ会議

429 やすらぎ荘活用

430 こぶし荘に行ってみたい。

431 料理

432 マイナンバーを早く確立

433 写経､ｺﾛﾅ禍で整理して出た衣類のﾘﾒｲｸで裂織等

434 感染病と環境問題との因果関係の啓発活動

435 老人福祉センターの浴室に行き、また、マッサージ治療を受けたい。

436 介護中の為何もできません。

437 介護施設への音楽活動（楽器）の再開

438 大庭地区福祉協議会主催の介護予防教室､毎年11月実施。

439 町内清掃が中止になっているので雑草がひどいので清掃をしたい。

－　23　－



番号 場所 曜日 時刻（開始～）

1 湘南大庭市民センター 火曜 8時45分

2 湘南大庭市民センター 火曜 8時45分

3 湘南大庭市民センター 火曜 8時45分

4 湘南大庭市民センター 火曜 8時45分

5 湘南大庭市民センター 火曜 8時45分

6 湘南大庭市民センター 火曜 8時45分

7 湘南大庭市民センター 火曜 8時45分

8 湘南大庭市民センター 火曜 8時45分

9 一の坪公園　 月曜～土曜　 6時30分

10 一の坪公園　 月曜～土曜 6時30分

11 一の坪公園 毎日 6時30分

12 遠藤第二住宅集会所前 水曜 10時

13 遠藤第二住宅集会所前 水曜 10時

14 遠藤第二住宅集会所前 水曜 10時

15 遠藤丸山公園 月曜・水曜・金曜 8時

16 遠藤丸山公園 月曜・水曜・金曜 8時

17 遠藤丸山公園 月曜・水曜・金曜 8時

18 遠藤丸山公園 月曜・水曜・金曜 8時

19 遠藤丸山公園 月曜・水曜・金曜 8時

20 遠藤丸山公園 月曜・水曜・金曜 8時

21 遠藤丸山公園 月曜・水曜・金曜 8時

22 遠藤丸山公園 月曜・水曜・金曜 8時

23 遠藤丸山公園 月曜・水曜・金曜 8時

24 遠藤丸山公園 月曜・水曜・金曜 8時

25 遠藤丸山公園 月曜・水曜・金曜 8時

26 遠藤丸山公園 月曜・水曜・金曜 8時

27 遠藤丸山公園 月曜・水曜・金曜 8時

28 駒寄公園 毎日 6時30分

29 駒寄公園 毎日 6時30分

30 駒寄公園 毎日 6時30分

31 駒寄公園 毎日 6時30分

32 駒寄公園 毎日 6時30分

33 駒寄公園 毎日 6時30分

34 駒寄公園 月曜 10時

35 駒寄公園 月曜 10時

36 二番構公園 月曜 10時

37 二番構公園 月曜 10時

38 二番構公園 月曜 10時

39 二番構公園 月曜 10時

40 二番構公園 日曜 9時

41 大庭台公園 毎日 6時45分

質問９　現在、湘南大庭地区では皆で笑顔と健康の“和”を広げ、健康意
識の向上をめざしたラジオ体操を実施しています。→参加されている方
へ。差し支えなければ､あなたがラジオ体操をしている場所と時間を教えて
ください。「場所」「曜日」「時刻」
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42 北永山公園 木曜 10時

43 小糸台公園 毎日 6時30分

44 地区公園 月曜・水曜・金曜 8時

45 羽沢公園 木曜 9時

46 公園 水曜 9時

47 公園 水曜 9時

48 公園 土曜・日曜 7時30分

49 公園 第１日曜 8時

50 公園 日曜 7時

51 藤沢霊園 毎日 6時30分

52 ｸﾘｴｲﾄ駐車場 毎日 6時30分

53 ｸﾘｴｲﾄ駐車場 毎日 6時30分

54 自治会内駐車場 土曜・日曜 7時30分

55 ｺｰﾎﾟ城山 土曜・日曜 7時30分

56 藤沢労働会館 月曜または火曜 13時

57 サークル 月曜・水曜 10時

58 ﾏﾝｼｮﾝ中庭 土曜・日曜 7時30分

59 ﾏﾝｼｮﾝﾍﾞﾗﾝﾀﾞ ― ―

60 会社 毎日 8時10分

61 勤務先 月曜～金曜 8時30分

62 自宅 毎日 6時25分

63 自宅 毎日 6時25分

64 自宅 毎日 6時25分

65 自宅　 毎日 6時30分

66 自宅 毎日 6時30分

67 自宅 毎日 6時30分

68 自宅 毎日 7時

69 自宅 毎日 10時

70 自宅 日曜 7時30分

71 自宅 ― ―

72 自宅 ― ―

73 自宅 ― ―

74 自宅 ― ―

75 自宅･ﾃﾚﾋﾞの録画 ― ―

76 自宅でやればよい！　何故集団でないといけないのか！面倒を見る手間が大変
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番号 内容

1 大庭市民センターでの映画

2 カラス対策・犬の糞尿対策

3 現在藤沢市の病院でｺﾛﾅ受け入れ可能な病院名と感染者数は?

4 建築協定の運用状態

5 公民館事業等

6 コロナ

7 ｺﾛﾅ禍なので知っても意味がない。

8
今後の地区･年齢別世帯の動行指数とこまよせ小糸大庭等小学校の教育施設等の今後将来の
具体的稼働率は･･･→将来性が具体的

9 サークル活動の紹介

10 災害時の避難場所、食料や飲み物の有無等、有事の際の住民の行動につながる情報。

11 災害時の情報

12 事故・不審者の情報

13 事故情報

14
集合住宅在住ですが言葉を交わせる人が少ない妻の介護中で挨拶しても返事無しの人が多
い。

15 情報は十分発信されていると思います。

16 新規ｻｰｸﾙの募集案内情報(既存ｻｰｸﾙは高齢者が多く継続性に難が多いため)

17 新鮮な野菜や果物を販売する場所

18 生活に関すること

19 地域団体のレベル向上を計ってほしい。文書等レベルが低い。

20 地域治山の情報

21 地域におけるリサイクル・季節事業

22 地域のお店に関する情報

23 地域の施設

24 地域の出来事…事故､事件､小中高校等の活躍など

25 地域の病院の情報など。

26 不用品の寄付やフードドライブの窓口を市民センターに設けてほしい。

27 ポイ捨て無くし隊も見合わせている理由がわからない。誠に残念。

28 防災、防犯関係

29 防災や非常時の情報、藤沢市のラインは登録済み。

30 防犯・防火活動

31 ﾚｽﾄﾗﾝやｶﾌｪの紹介

32 老人会に参加しているから。

質問10　地域の情報としてどんなことを知りたいですか。
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番号 分類 内容

1 広報 広報ふじさわ

2 45% 広報ふじさわ

3 広報ふじさわ

4 広報ふじさわ

5 広報ふじさわ

6 広報ふじさわ

7 広報ふじさわ

8 広報ふじさわ

9 広報ふじさわ

10 広報ふじさわ

11 広報ふじさわ

12 広報ふじさわ

13 広報ふじさわ

14 広報ふじさわ

15 広報ふじさわ

16 広報ふじさわ

17 広報ふじさわ

18 広報ふじさわ

19 広報ふじさわ

20 広報ふじさわ

21 広報ふじさわ

22 広報ふじさわ

23 広報ふじさわ

24 広報ふじさわ

25 広報ふじさわ

26 広報ふじさわ

27 広報ふじさわ

28 広報ふじさわ

29 広報ふじさわ

30 広報ふじさわ

31 広報ふじさわ

32 広報ふじさわ

33 広報ふじさわ

34 広報ふじさわ

35 広報ふじさわ

36 広報ふじさわ

37 広報ふじさわ　必要があればその関係に電話にて問い合わせる

38 広報ふじさわ･ミニコミ誌

39 広報ふじさわ・タウン誌

質問11　現在、地域の情報はどのような手法で得ていますか。
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40 広報ふじさわ・新聞

41 広報ふじさわ、地区の便り

42 広報ふじさわ・公民館にあるチラシ

43 市・県の広報

44 地域 新聞

45 33% 新聞など

46 新聞・テレビ・チラシ

47 ミニコミ誌

48 タウン誌

49 タウンニュース

50 タウンニュース

51 市民センター

52 市民センター

53 市民センター

54 市民センター、図書館にあるチラシ

55 市民センター内の掲示板とチラシ

56 市民センターの掲示物

57 市民センターや図書館のチラシ

58 市のホームページ

59 公民館の掲示板

60 公民館のチラシ・掲示、自治会の掲示、広報ふじさわ

61 公民館の張り紙など

62 公民館や図書館

63 図書館・センターのチラシ

64 図書館・ボランティア事務所

65 自治会・地域団体の情報誌

66 掲示板

67 自治会チラシ､掲示板

68 自治会定例会情報より・広報など

69 自治会連絡など

88 月一回のマンション周辺の掃除後の会合

89 地域の情報交換

90 近所の人と少しの会話

91 友人からの情報

92 老人会

70 ＩＴ ネット

71 13% ネット

72 ネット

73 ネット、広報ふじさわ

74 ネット、掲示物

75 WEBｻｲﾄ､広報ふじさわなど

76 SNS

広報
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77 ＩＴ グーグル

78 スマホ

79 スマホのレディオ湘南

80 ツイッター防災ふじさわ

81 メールなど

82 メディア ラジオ

83 6% ラジオ（レディオ湘南）

84 テレビ

85 テレビ、ラジオなど

86 テレビ・新聞・ミニコミ誌

87 テレビﾞの3CHにて神奈川県情報

93 その他 地域活動は､ほとんどできる状況ではない

94 3% 受け入れる情報が少ない

95
回覧板は回数が多くて面倒すぎるので止めてもらいました。必要な情報だけ発信して欲し
い。
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番号 内容

1 テレビ テレビ

2 34% テレビ

3 テレビ

4 テレビ

5 テレビ

6 テレビ

7 テレビ

8 テレビ

9 テレビ・ラジオ

10 テレビ・ラジオ

11 テレビ・ラジオ

12 テレビ・人からの情報(コミュニケーション)

13 テレビ・新聞

14 テレビ・新聞

15 テレビ・雑誌・書籍

16 新聞 新聞・テレビ・市広報

17 19% 新聞・テレビ・ラジオ

18 新聞

19 新聞

20 新聞

21 新聞

22 地域情報紙・県のたより・ちらし・新聞

23 フリーペーパー

24 広報 広報ふじさわ・テレビ

25 20% 広報ふじさわ

26 広報ふじさわ

27 広報ふじさわ

28 広報ふじさわ

29 広報・タウンニュース

30 ポスター・掲示・チラシ

31 市民センターの掲示板

32 市民センタ・図書館の広報ポスター

33 その他 情報案内

34 25% 紙レベル･･･出来ればテレビﾞで簡単に見れるといい。

35 子どもとの連絡(SNS）、情報（コロナ予防・マスクの作り方、素材etc）

36 友達

37 人との付き合い

38 アマチュア無線････

質問12　情報を得るものとして利用している物､始めた物は何ですか。

－　30　－



39 その他 コロナ感染者・自治体の方向

41
時代遅れの昭和のままの暮らし。そしてメカに弱く使用がうまくできないので､全て持っていま
せん。 経済面に於いても不安有ります

42 パソコンが誰でも簡単に使用出来れば地域活動も拡がる。

40 高齢なので上記の物からはなし。

43 持っているが使いこなしていない。
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番号 分類 内容

1 郷土 一般の人がまちづくりを検討する場面や機会がないように思える。

2 7%
今のところ自分は生活に困っていることはなく、地域活動に目を向ける機会はありませんが、
困っている人のために動いている皆さんの活動は、これからも続けて欲しいと願っています。

3
皆様の活動を心強く思っております。８０代になり頭も体もおぼつかなくなりつつあって心細く
なります｡時々、行方不明者の放送がありますが人ごとではありません｡

4 老いていく幸せを感じるためにも、推進会議の活動に期待している。

5 大庭地区は高齢化しているのに…ICT部会とは理解が大変です。

6 高齢化ばかり特化せず、若い世代の人たちを地域づくりに参加させること。

7 湘南台地区のまちづくりのように店舗、学生などの協力を得て活動して欲しい。

8 各委員の紹介がありましたが、出身自治会がわかればよいと思います。

9
メンバーに若い方の参加を期待する。各自治会の活性化を考えてください（住民にとって一番
身近）催しも、自治会単位で行う。（大変でしょうが、実質的と思う）

10
推進会議のメンバー選出について、各団体と同じように各自治会からも1名加えては？そうす
れば、自治会の毎月の報告に担当者から報告があり、活動が目に見える形になると思う。

11
コロナ渦の中、このようなアンケートを全世帯に配布し、町内会役員で回収させるというやり
方は、役員の負担になりますので、もう少し考えていただきたいです。ほとんど回収できずじ
まいです。

12
『老人にやさしい湘南大庭』づくりに頑張って下さい｡各所の小規模公園をつなげた老人ハイ
キングコースを考えて下さい｡

13
建設的な意見はありませんが､今現在､現状で満足して居ます｡推進委員の方々ご苦労さまで
す｡

14

まちづくりメンバーの方向性が高齢化に特化してしまうとドーナツ型になりかねない｡委員には
あらゆる多様性的視点から集めるべき｡またラジオ体操の一貫性より、大きく施設補助(集合
世帯)へのエレベーターへの補助の検討に入るべき。改めて本当に必要な地域活動も精査す
るべき｡

15
質問の内容が全般的に高齢者向きと思われますが、年齢の質問で一括りではなく、６０代、７
０代、８０代、９０代以上と分析したらどうか。すごく変化があると思います。

16
ボランティア活動や介護の方の中にはご自分の気分で活動、調整する方がいます。この推進
会議のメンバーにも差別感の強い方がいるのが心配です。

17
この地区は高齢者の親世代と子世代の２極化の世帯。高齢者と子ども、若者の交流を意識し
た公民館活動・自治会活動を。郷土づくりにも若者を参加させて。

18
年齢的に自治会活動に協力できないため、現在自治会には参加していません。８０歳以上の
希望者には役職など負担にならないよう参加できる方法があるとよいですね。郷土づくり推進
会議はどの年齢を向いているのでしょうか。

19
若い世代、とりわけ生活困難な人々に近づくことで、前進する点が多いと思います。皆さんの
地域に持つ人脈を若い層にも開放すべきときです。また、自治会予算余りましたら、防災系の
イベントもコロナ終末後に行い、この会の告知も兼ねるのは如何でしょうか。

20 自治
今回のアンケートで現在困っている方々が記入して下さり、早急に自治会等が動き支援し安
心して暮らせるようにしていただきたい。個人の助けでは限界があります。

21 9%
年を重ねる毎に人との交流が減少し､孤立化が進んでいる｡健康面と情報の共有化を図るた
め各地域の具体的な施策が求められている｡今一度、町内会や自治会の役割の認識が大切
だと思います｡

22
自治会会員の減少を防止するため､自治会費相当額をふるさと納税のように住民税から見え
る形で控除したらどうか。

23
予算配分をして多くの団体が活動しているが、いつも成果は例年通りで進歩もなく、中途半端
です。絞り込んで予算と成果をきちんとフォローして成果のない団体は退場させるべき。

質問13　自由意見
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24 自治
社体協など今後地域の力だけでは担っていくことに限界を感じる。人がいなくなる前に位置づ
けを考え、スリム化を検討してみては？

25 地域団体の役員等若者に入れ替えて活動して欲しい。

26
自治会(班長)の負担軽減⇒誰でも班長ができる｡ 連携や有志メンバーによる地域コミュニ
ティーの活性化(誰でも参加出来る)を図ることができる。

27
他人に迷惑を掛けるからといって孤立している人が多い。特に役員になることが無理と考える
人がいるが役員を順番から外すことができることを知らせる必要がある。

28 年齢の若い人の役員が半強制でも必要。短期交代でも良い。

29 自治会における40〜60歳台の、意見交換ができる集会を持つ。

30
若い世代（３０代、４０代）と高齢世代と一緒に活動できる仕組みがあると良いと思います。（教
える、教わるではなく一緒にやることが交流には必要です。

31 町内会のコミュニケーションの積極的な展開。

32
①各自治会の共通課題（防災・高齢化）解決の標準化　②ICTの推進・・いつでも誰でも知る
環境づくり

33 高齢化と自治会活動

34
高齢者率の高い“まち”であり、役員・地域活動の担い手不足を感じる、組織そのものの変化
が必要があると思う。

35
高齢化のため、数年以内に自治会は行き詰まり、何か手を打たないと、衰退の道。郷土づくり
推進会議に期待。

36 高齢化による自治会活動の継続・存続

37

高齢化が進む中､自治会を脱会する高齢者が増えている(加入していると役員をしなければな
らないため)｡災害発生時救援物資の配布は自治会役員だけに限られている｡本当にこれで良
いのだろうか?高齢者に優しいまちづくりが必要だと思う｡明るく活気のあるまちになると良い
です｡

38
高齢化が進んでいるため自治会を脱会なさる方が多く、集合住宅ですが全員脱会。やはり１
人が辞めると右に習えです。しかし、不都合なことが多くて困っています｡先々どうなるか心配
しています｡

39
自治会役員の仕事の見直し、簡素化。大切なのは理解しているが、内容ややり方になると現
役で働いている世帯には負担が大きい。

40
高齢化が進む中で難しいが、地域のイベントが住民同志の絆をつくり、情報交換も円滑に
なってゆくと思います。

41
家にいる高齢者が増えているので、仲間同志でコミュニケーションが図れる機会がもっと必要
だと思う。

42
月間の回覧板の回数が以前に比べ多くなった｡是非月１回にして欲しい(冬場の回覧板届け
は体に悪い)また高齢者が多い地区に子ども向けの回覧は不要である｡センターはDX化を進
めて住民への負担を減らすべきである｡猛省されたい｡

43
回覧板は重要な案件もなく、班長さんや住民にとって手間なだけなので、アプリ等で情報を送
信してもらえると助かる（メールでも可）。紙媒体は廃止してネットをうまく使うべき。

44
回覧板の回数が多い。月１ぐらいにしてもらいたいのと、コロナ渦の今はもらうのも回覧する
のも気を使う。

45 回覧板の内容のＷｅｂ閲覧化を。

46 回覧板をスマホで見られるようになると便利。

47
スマホやパソコンを使える人ばかりではないので、広報・回覧板などでしっかり情報が欲し
い。

48
地域イベントや団体活動も､どの様に参加できるのか情報量が少なく､内輪だけの活動にしか
感じられない。

49 助け合いの組織づくり

50 まち 明るいまちづくり

51 35% 安全､安心､清潔なまちづくり

52

歩いて行ける範囲にもっとスーパーやコンビニが欲しい。凸凹している遊歩道の補修を早くし
て欲しい。小さい子とお年寄りが転んで危険です。街路樹の伐採もしっかりと。車の運転中､
交差点を曲がるときに、車や歩行者が見えず危険で怖いです。→管理が無理ならなくしてくだ
さい｡
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53 まち
大通り沿いの花壇・植栽の整備・管理をし、きれいなまちづくりをしていきたい。（最近は雑草
が繁ったままにになっている場所が多い）歩道などの凸凹を直して欲しい。

54
横断歩道のラインが消えているところがかなえいあります・公園でタバコを吸って、吸殻をそ
のまま捨てていく人がいます。

171
道路脇の植え込みならびに中央分離帯の植え込みが雑草繁茂状態となっており貧ぼらしい
限り､刈り込み後は綺麗になるが､雑草はすぐ成長し何とかならないか。

55
植え込みの木や草が伸びて、歩く際に車が見えず不安を感じる、というどころか、横断歩道が
剥げて見えなくなっている。車に乗っていても同じような不安がある。

56
大通りのケヤキは年々大きくなっていきますが、最終的には伐採して終わりなのでしょうか。
折角おおきに育った木を、美しく維持していくための計画が必要だと思います。

57
けやき通り､その他市道において木を伐採したり､木が枯れたときは､新たに木を植えて頂き､
緑のすばらしい環境を維持したい｡

58
緑道の樹木が剪定されず見通し悪いので全て撤去して欲しい。道の状況悪く段差も気にな
る。

59 自転車専用道・歩道の再整備希望。中央けやき通りは根がはり歩道が盛り上がりつまづく。

60
信号をもう少し長くして欲しい。段差のない歩道・街灯を明るくして欲しい。学生の自転車通学
路をつくって欲しい。

61
自転車専用道路が狭く、樹木の根の凸凹のために怖い思いをしています。走りやすいように
舗装していただきたい。

62
自転車道路の整備、点字ブロックの色があせて見にくくなっているので、新しいものに交換し
たほうが安全だと思います。

63 車道と歩道の段差をなくして欲しい。

64 自転車道路拡充

65 辻堂駅までアップダウンのない歩道又は自転車道の整備をして欲しい。

66
トヨタ前から横浜銀行間の歩道・自転車道路ですが、歩道と自転車の間の植え込みをなくし、
線引きをすれば自転車が歩道を通るのを防げると思います。過去に他の町で結果が出てい
ます。

67
道路中央（特にけやき通り）や、歩道脇の植え込みの処理を放置しないで欲しい。車の運転、
自転車走行に支障をきたし、事故の危険度が極めて高い。業者がきちんとした仕事をしてい
ない。カヤやけやきの若木は元から向かなければ全く意味がない、街の景観を悪くしている。

68
散歩ルートが増えたのですが、雑草が歩道をふさいでいたりして、通行しにくい道や、車道と
歩道分かれていない道路が、雑草で狭くなっている場所があるので、対応して欲しいと思いま
す。

69
大通りの植栽の手入れをもっと小まめにやって欲しい。坂が多いので信号機の見え方を確認
して欲しい。時間帯によっては全く見えずとても危険（滝の沢小学校前の信号）

70
一戸建てなのですが近所の庭木の落ち葉に困っています。回覧板でもたまに注意するように
と指摘しているのですが、なかなか言いづらいものです。最近は年を取ったせいか、自分の
家の周りを掃くのが精いっぱいになりつつあります。お互いに思いやりを持ちたいものです。

71
会議の現況報告・提案プログラムの予算化・高齢者の住みよい街へ・若者のまちへ・交通物
流インフラの整備。

72
現在は不便に感じていないが、シルバーカーなども利用しやすい歩道であって欲しい。移動
時のバスのステップなど、新しい段差の少ないものになって欲しい。（現在も使用されている
が全てではない）

73
大庭隧道トンネル一方通行にする。学生が自転車ですごいスピードで下ってくる。自転車も軽
車両であり、教育的にも左通行を認識させるとことも重要である、何度も危険に遭遇してい
る。死ぬ思いも何度も。歩道であっても左側通行を認識させる必要がある。

74
ライフタウン内の産業道路と、生活道路の区別を厳密に。向け道、近道となれば路地の中に
もどんどん車が入ってくる、大型車も学童の通学路なのに（何か規制が必要）　道路に間隔を
取って、起状を付けスピードを規制する。

75
大庭地区はますます高齢化が進むと思いますので、ご高齢の方も子育て世代も住みやすい
活気のあるまちになっていくことを願っています。

76 お年寄りが元気委になれる“まち”になると良いと思います。
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77 まち
課題は高齢化の一言だと思います。地域団体の代表者も高齢化しています。世代交代して
事業の継続ができるのか、だれがするのかとても不安です、人との交流が大切だとわかって
いても、なかなか力になり切れない自分が悔しいです。

78
花壇づくりしていることに関心があります。足が痛くなければお手伝いに参加したいと思って
います。

79
高年齢化に伴う交流・子育てのしやすい環境づくり・自然との調和（特に北部は、樹木・公園
が多くありますが、予算の関係なのか整備が進んでいない。

80 高齢化に伴い地域参加を、世代を超えた交流。

81 高齢化が進まないように若い人にも魅力ある“まち”にして欲しい。

82 高齢化対策で、若い人を呼び込む対策が必要。

83
高齢化で活気が失われて行くような感じがする 子供や若い人が住みやすい町になると良い
と思う。

84
高齢化が進んでいるように思います。65歳以上が元気に暮らせるまちになればいいなと思い
ます。

85
高齢化が進み、動けない人が増えてくると思います。どのような援助がしてもらえるか地域で
共有してもらいたい。

86
高齢化が進むと医療、介護が必要になります。そのような施設をつくることも大切ですが、自
分たちが今出来ること（地域での助け合いなど）を考えたり、自分の事として考える意識付け
が大切かと思います。

87
高齢化率の高い大庭地区は特に道路(段差を無くした通路や薄暗くなっても見やすい横断歩
道の白線など)整備につきると思います｡

88
高齢者運転の事故。信号無視で横断歩道を渡る大人。横断歩道の白線が見えにくい。連日
の子どもの虐待の問題。胸が痛みます、国、県、市、町会で手を携えて何かできることはない
のでしょうか。

89
高齢者が多いのに歩道をスピードで走る自転車が多いので、高齢者が安心して散歩できま
せん。高齢者が安心できる“まち”にして欲しい。

90
高齢者が多く一人住まいも多いので、循環バスやきめ細かい地域包括支援センターの活動
が必要になると思います。

91
当地区の最大の課題は高齢化、この課題から派生的問題は数多くある、これらの問題を解
決（解決しなくても取り組む）するためには元気な高齢者の発掘がぜひ必要です。

92 高齢者が元気に暮らせる､若者が住んでみたい､共生社会。

93 高齢者が増えているがバリアフリーでなかったり不便に感じることが多い。

94
高齢の方が一人で住んでおられる方が多くなっているので､何かお手伝出来ることがあれば
と考えています。

95 高齢者に優しいまちづくり・ポイ捨て撲滅

96 高齢者のサークル活動

97 高齢者のマナー

98 高齢者が参加しやすい環境づくり。

99 高齢者対策も必要だが、若い人が住みたいと思えるような「まちづくり」対策も必要だと思う。

100
高齢者も若い人たちも、みんなができる範囲んで参加して助けあい、支えあういきいきとした
町であって欲しい。

101 高齢になっても自宅で最後まで暮らせるまちであることを期待します。

102
高齢の方々(将来の自分も含めて)の散歩の環境(適度に休憩できるベンチ水場)･防犯に関す
る情報。

103 高齢者が増え厳しい現実。健康に気をつけて行きたい。

104 高齢になった時の生活全般

105
高齢の両親が、住み慣れた大庭に住み続けられるようにサポートが充実した環境をつくって
いただけたらと望んでいます。

106 ５階建て集合住宅の高齢化対策が必要では

107 ５階建てなどの集合住宅にエレベーターを設置する方法。

－　35　－



108 まち
現在５階建集合住宅に住んでいるがエレベータがないので、将来足腰が弱ってきたら階段の
昇り降りができなくなるのではと不安です｡何か対策はないものか。お金があればエレベー
ター付高層住宅に移れるのだが｡

109
集合住宅が多いが、４～５階の建物がでエレベーターがないので、緊急時の対応策が必要だ
と思う。高齢者や身体機能に問題がある人にとっても課題だと思う。

110 老人福祉対策・子ども福祉対策

111 老人が多い、若い人が集まる街にして欲しい。

112 老人の“まち”になってきている。若い人が住み着くまちづくりが必要。

113 老人ばかり多くなり若者が少なくなっている現状 老人にやさしい“まちづくり”を願います。

114
老人部落になってしまっている。一人暮らしの老人の手助けがますます必要になってきてい
る。

115 老人や子どもの住みよい、住みやすくなる魅力くある環境

116 高齢化が進んでいることへの不安。

117 老齢化の解消

118 老齢化が進みより住みやすいより優しいまちづくりが求められる

119 和（輪）、あいさつのできるまちに。

120
若いころライフタウンに越してきたときは、道路側の植木や花もきれいで感動したが、今は雑
草も多く荒れた感があり残念です。ここに住みたいと思えるような美しい街にしたい。

121
若いジェネレーションの人達が、大庭地区に多く住めるような方策を早急に真剣に検討・提案
をするプロジェクトを立ち上げればいいと思う。

122 若い世代も安全安心に暮らせるまちづくり。

123 若い世代を増やし活性化を。

124 若い人が住みたいまちにしたい

125
若い人が住みやすいと思える所に、そして、若い人が定住し子どもたちの声にあふれるにぎ
やかな“まち”に。自治会内に空き家が目立つ、建築協定が足かせになっているのではない
か。若い人が手に入れやすいか地区であって欲しい。

126 若い人が中心となるイベントがあった方が元気を感じる

127 若い人たちが入ってこられるような、魅力あるまちづくりを。

128 安く住宅分譲地を開発して欲しい値段が下がれば若い世代も地域に定住すると思う。

129
湘南大庭が極度に老人化率が高いために、子育て世代を引き込むことが大切です。戸建て
の場合建築協定がバリヤーになっている面がある。この地に残る人と、売らなければならなく
なった人と違いがあります。

130
一番高齢化が進んでいる地域なので若い世代がもっと住みたいと思えるような地域になると
いいなと思います。

131
自分も高齢者ですが、まち全体も年を取った感じになっていて、若い家族に対する心づかい
が少なくなっていると思います。若い家族も楽しめる“まち”にしたいです。

132
これから増々高齢化が進んでくると思います。若い人との交流や一緒にできることがあると良
いと思います。

133 若年層等への積極的なイベントの参加呼びかけ。

134
できれば若い人が住んで、高齢者と共生できる場となって欲しい。（老朽化した団地も若い人
向きにリフォーム？イノベーションするなど。）

135 少子高齢化

136
子育て支援センターをつくって欲しい｡この辺りの人は辻堂か六会に行かないといけないの
で､車も自転車もないときは､毎日バスを利用して行っていたので大変でした｡

137
子育てのしやすいまち(例として団地の集会所を託児所にして､おじいちゃん､おばあちゃんが
見守る､若い人が働きやすいまちにする)

138
地区の割合上、年寄り向けの内容が多く、子育て世代の視点での内容や推進も対応いただ
きたい。

139 課題：子どもが小中学校を卒業すると地域との関わり合いが減少すること。

140
湘南というイメージが海岸部のイメージしかなく、他県へのブランドイメージや活発な地域のイ
メージが薄い、湘南台などの内地部のエリアの地域活動が活発になると良い。
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141 まち 住みやすさの質を高められるように住む方々に求めて行きたい。

142 住みよい地域をもっとアピールしてはいかがか

143 地域の助け合い・協力。

144 小さな単位で気軽に声を掛け合える助け合える環境が欲しいですね。

145
市内一番の高齢地区なので老人の交流できること、例、運動、趣味等ができるとよい。困って
いるとき助け合いができるようになれば良い。

146 市内で一番高齢化率が高いので“声かけ”は大切だと思います。

147
自分の住む地域のつながりが一番大切だと思っています。ごく近所では、それなりに助け合
い支え合いがありますが、なかなかそれ以上の広がりを持つことができません。

148
市民センター（図書館も含めて）に集まるような企画（まつり、市場、映画界、講演会等）が多く
あればよい。

149
年をとっても活動的に動ける、移動しやすい地域であってほしい、コミュニケーションも活発に
とれるような…。

150 独居の人・高齢者・障がい者・引きこもりの方・その家族を孤立させない取り組みを。

151
増え続ける空き家をどうしたらよいか。ライフタウン内に後継者の心配が不要の室内墓園が
欲しいです。墓石などもう不要です。

152 各家で戸外の清掃と美化を推進して欲しい。

153 高齢化と建物の老朽化への対応

154 大庭小とファミリーマートの間に横断歩道もしくは歩道橋が欲しい。

155
花や緑があふれ、歩いた時に、気持ちが良い楽しめるまちづくり。道路周辺の雑草の処理、
植え込み等のきちんとした手入れが、多くの人に実感され活力が感じられる街。全員参加型
で、予算も付ける。

156 散歩が楽しいまち

157
豊かな自然とゆとりある空間が残せるとよい。高齢になっても安心して外出できる公的システ
ムの充実。

158 とても良い地域なので､更なる発展を願っています｡

159 ボランティアの紹介､情報を定期的に発して欲しい。

160 定例的で参加しやすいイベントの開催

161 公園
老人のまち大庭にならないよう若者、子どもが住みよい環境を整備していくべきだと思う。公
園の遊具が子どもたちに魅力ある物とは言えない。プチサッカーや野球ができないので、子
どもたちは隅っこでゲームをしている。（特に台谷公園）

162 3%
生物の生まれる場所を奪わない取り組み、生物多様性尊重のまちづくり。社会性を失わない
努力。

163 集会所の横の広場にお年寄りが軽い運動ができるものがあると良いと思います。

164 孫と遊べる公園と老人子どもに安全なまち。

165 環境的美観、特に草刈り。子どもの遊び場公園。

166 公園を少し明るくして欲しい。

167
大庭城址公園の駐車場が狭く慢性的な満車である。広くできないのであれば1時間から2時
間程度の時間を無料としそれ以降は有料など、多くの人に公園の利用機会を与えて欲しい。

168
①城址公園の石畳が歩きにくい（70歳）②高齢者が増えるのでその視点に重きを置くのは仕
方ないですが、若い人たちへの視点や関わり合いも同じくらい大切ではないでしょうか。

169
震災時の一時的な集合場所の公園などに防災ベンチの設置を、市または県に依頼していた
だきたく思う次第です。防災ベンチがあると助かる人がたくさんいらっしゃると思いますので、
よろしくお願いします。

170
「市境にある公園は許可を取らないと使用できない」「ボール遊びは禁止」「朝早くからのラジ
オ体操はうるさい」等々…どうにかならないか。

171 小糸台公園は木が多くて暗いので目が届きにくいので心配。

172 交通 交通の利便性

173 11% 高齢化社会をサポートする交通機関
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174 交通 電車の駅があるとよい。

175 湘南ライフタウンのバスターミナルが駅になって欲しいです｡

176
ライフタウンはなぜ高齢化なの→若い人が住まない→なぜ、駅から遠いから→通勤不可（子
ども二人とも通勤不可でした）　＝答え、新駅の誘致（粘り強く）

177 辻堂―ライフタウン＝湘南台間のモノレール建設推進

178
現状、車がないけど、公共機関を利用し、自分で移動可能なため、不自由さを感じていない
が、加齢とともに要望が出てくると思います。

179 交通渋滞の解消

180 交通マナーが悪い（路駐が多い・登下校時に学校前横断歩道で停止しない）

181 カーブミラーの設置。推進会議での全交差点のチェックを早急に。

182
高齢者のための移動手段として、ミニバスの巡回運行。湘南台からの相鉄線の倉見までの
延長。

183
足腰､年とともに悪くなるので､小型の(一人乗り)の車(今この辺りでは走っていない)が走れる
ように道路を整備して欲しい。

184 公民館(他地区)等への交通網が車を持たない者は不便です

185 これから買い物等バスは必須になるのでその対応。

186 地区内循環バスがあるといいです｡

187 高齢者のためのシャトルバスの運行。

188
高齢の祖父母が参加できる活動やイベントがあったら嬉しい｡アップダウン(坂)の多い地区で
すので､全ての人が気軽に出掛けられる手段があると助かります｡

189
免許を返却した高齢者が多くなると、地区内循環バスの整備が必要と思う。それには住宅地
の側で乗降できるよう運転経路を考え、また、できる限り低賃金であることの2点が実行され
れば、老人が気楽に外出しやすいまちになると思う。

190 高齢者の移動手段の確保。運転免許返納に対する対策が必要

191
車の運転をやめようかと思っている。そのためにも安く、便利に使える、小回りの利くバスが
あるといい。

192
現在は不自由なく一人で動けますが、高齢化したときに、バスでは行かれず、タクシーをつか
うほどでもない場所への移動方法があれば助かると思います。例えば銭湯など。

193
ライフタウンの中を小回りで走るミニバスがあったらいいなと思います。近くの病院に行くのも
難しくなりました。

194
高齢化が進むこの地区です。買い物、病院等に行くときに困難になってくるので、定年になっ
た方が有料で車を巡回して欲しい。そのために市が許可をしっかりやって欲しい。

195 スーパー、病院薬局銀行等歩行困難につきバスが欲しいです。

196 病院バスの巡回はいい。できれば手を挙げたら停まってくれるのがいいが。

197
高齢化になるので空き家が増えそう｡今後、バス便が減るなどの理由で移動困難になると魅
力がなくなる｡

198 バスの便が多くて便利だったが、通勤時間帯だけでも元に戻してほしい

199 バス便が減ったので不便

200 朝の通勤バスが減らされ不便になった。

201
最近コロナ禍のせいでしょうか。バスの本数が少なくなったように思いますが､気のせいでしょ
うか?

202
バス便が減便されて通勤者が不便を感じている。若者が家を出たり高齢者が無理をして車を
運転しないよう通勤時間帯だけでも元の本数にして欲しい。

203 朝のバスの増便は助かります。

204 バスの回数は多いのですが周遊バス(建物前)に停まるがあると嬉しいです｡

205

湘南大庭地区は、特に問題なくすばらしいと思っているが、多少問題があるとすればライフタ
ウンバス停付近の交差点について。なぜ交差点の一部に横断歩道がないのか理解に苦し
む。私は交通処理を従事をやった者として、あそこは車の走行に対し問題がない。もし問題が
あるということなら説明してもらいたい。それから湘南台方面へのバス停が何であそこなのか
が理解に苦しむ、利用者のほとんどが市営住宅側であるからである。

－　38　－



206 交通
子どもの数が少なくなっているので､学校の数がどうなるのか心配です｡交通量が多くなって
いるので、抜け道になっている所で事故が増えている｡

207 防犯
不審者の情報をよく耳にします。大庭に若い人が集まるような安心安全のまちづくりを希望し
ます。

208 2% 防犯都市の確立

209
住民協定などなくても安心安全な“まち”になって欲しい。３世代を過ぎて普通のまちになると
思うが

210
湘南ライフタウンの住民も高齢化になり、詐欺まがいの電話等留守番電にもメッセージの無
い迷惑電話が増えてきました。地区での情報交換や匿名での被害例を共有して被害防止対
策をお願いします。

211 防犯・詐欺

212 公園周りの防犯カメラ・カーブミラーの設置

213 防犯灯の増

214 街灯をもっと増やして欲しい。

215 防災

①災害のときに無事を知らせる白い布は、地区に共通のものを配っておき（サラシ、切り分け
る）、各戸、玄関内等に常備しておくと良いと思います。マーカーも添えれば伝言もかけるので
は。②地区に複数の老人会や所属しなくていい老人会があると選択の自由があってうれし
い。③ロボットやＩＴを活かしたまちづくり。

216
1% 災害に対応する組織、センターを中心に現在の対応できることの周知を地域で再確認するこ

と。

217 集い 良いまちだと思いますが、交流が少なく、温かさを感じることがないです。

218 10% 高齢者と若い人達が気軽に交流ができるような場所と機会が欲しい。

219 高齢者のコミュニティー

220
独居の高齢が増えていると思われる。そういう方々が気楽に食事を摂れるカフェが地域に欲
しい。

221 高齢になった時に気軽に立ち寄れる憩いｽﾍﾟｰｽがあると嬉しい。

222 老人が気軽に集える喫茶店(広いでゆったりとした所)が欲しい。

223
ふらっといって､昔なつかしい童謡､小学唱歌などを歌う場､ふらっといって簡単に体を動かす
場が欲しい。

224
老人と若者が交流できる場、イベントの開催。老人だけの交流では視野が狭くなり、人生が暗
くなる。

225
できるだけ高齢者の方と接する（おしゃべりなど）場が増えればいいと思います。（認知症の方
が増えているので）

226
高齢者が多くなる中で、世代間の交流ができる場や仲間づくり。ラジオ体操等は参加できて
いませんが、大変良いと思います。

227
病気の時でも安心して暮らせるまちづくりを願っています｡いつでも出入りできる老人が集ま
れる場所が近くにあるといいなと思います｡

228
高齢化にともない、ウオーキングを実践している方が大勢いますが、ちょっとした休憩場や、ト
イレなどが増えればいいと思います。

229
地域がすごいスピードで高齢化しているので、医療、介護の充実をして欲しい。認知症カフェ
の設置、もっと皆が集える場所や行けるところが欲しい。つくっても一人わがままな人がお山
の大将に成るので行きにくい。

230
大庭地区は緑豊かで病院や図書館など充実しており、住むのには最高。高齢者同士で交流
したいがどうしたらいいのか分からない。

231 孤独恐怖症が一番怖い｡いつでも誰でも形式にこだわらないｺﾐｭﾆﾃｨｰ広場が欲しい。

232 もっと老人が気軽に歓談ができる場所があらば、嬉しいです。

233 気軽に参加できる交流の場

234 湯の市みたいな場所がまたできて欲しい。

235 気楽に立ち寄れる場所があれば良いなと思います

236 安価で利用できるカフェ､食事､そこでコミュニケーションができる場所が欲しい。

237 人との交流ができるイベントなどがあればいい｡
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238 集い
大庭地区内に「子ども食堂」「ギャラリーカフェ」など地域の人達が気軽に楽しめる場所ができ
ればと思います。

239
子どもや高齢者、子どものいない世帯といった、色んな方々と交流できるイベントが増えれば
よいです。（お祭り、スポーツ、お話と紙芝居の会や昔の遊びを教えていただくとか。

240
気軽にお茶を飲める場所、お店があるとよいかと思います。東急のドトールなどは常に席が
埋まっています。そのような集まってお話ができるカフェがライフタウンには必要とされている
のに、なぜかそういうお店がさいのか残念だと思います。

241 喫茶店などの会話､交流ができるｺﾐｭﾆﾃｨの場が有れば。

242
40歳以上の引きこもり、ニートなどの相談できる場所を近くにつくって欲しい。大庭には私の
年齢層が楽しめるものが何もない。

243 地域住民でありながら知らないことが多いので、住民と交流しながらもっと知りたい。

244 未就園児が集まりやすい場所が大庭地区内にもっとあればいいなと思う。

245 おしゃれなカフェがあるといい。若者が済む“まち”に。

246
コロナが落ち着いたら年配者・障がい者・子どもでも集い将棋や囲碁その他交流のできる場
所が欲しい。市民センターで色々なサークルがありますが、弱者と言われる者には少し厳し
い。市民センターならエレベーターも多目的トイレもあり付き添いもOKにして頂ければ・・・。

247 各自治会(町会)学位の縁側

248
コロナが落ち着いた時点で、各市民センター等で自由に遊べる設備が現状より増加すれば有
難いです。

249
話し相手がなくなると認知症の発症にも関わるので、人の集まるおしゃべり会を月～金×１時
間位で開く（管理運営する）。誰しも相性の悪い人がいるので、週５回くらい開催して選んでも
らう。

250 店 お店の誘致をして欲しい。ライフタウン内では生活が完結しない。非常に不便です。

251 3% コンビニをはじめ、商業施設がもっとできて欲しい（特に駒寄地区）。

252 イオンを大型ショップにしてテラモみたいに集客力のある場所にし、活性化して欲しい。

253 将来的には食事の材料を含め宅配を活用したいと思っております｡

254 スーパーが欲しい

255 北の谷地区などお年寄りにとっては買い物難民に近い所があり、困っているとお聞きします。

256
今は大丈夫ですが、高齢化が進むにつれ買い物が大変になると思いますが、代行サービス
等の補助があれば助かります。サービス料金の補助等も。

257

買い物や移動で困るのは決して高齢者のみでなく、小さい子供がいたり、車が日中使えない
家庭でもおなじことである。子育て世帯へのケアのある優しいまちであれば若い移住者も増
え高齢化に歯止めが掛かるので、高齢者だけにとらわれない弱者支援システムがあるとよ
い。市のファミリーサポートは高く、手続きが面倒で使いづらい。もっと気軽なご近所支援、
マッチングシステムが開発運用されるべきと思う。近所に節約おばあちゃんが欲しいと数年前
まで思っていた。

258 地域のお店にどのような物があるのか､またキッチンカーの出店などをしてほしい

259 その他
ふるさと祭りが今年はできずに残念でした。子どもたちの楽しみである祭りが来年はどうにか
開催できることを願っています。

260 19% ふるさと祭り

261 地区の高齢化に対する施策にはどういったものがあるのか？

262 大庭市民センターで、ヨガなどの運動不足解消のレッスンをして欲しい。

263

歩道でスケートボードをしている人が多く、注意してもキリがない。マナーも悪くタバコや食事
したゴミをその辺に捨てて帰るので、道も汚れている。また、スケートボードでぶつけているせ
いかベンチなど色んなものが壊れています。スケートボードが無くなればより住みやすい町に
なると思います。

264 歩道でのスケートボードが迷惑なのでやめて欲しい。

265
歩道でスケートボードをしている、通るときにちょっと怖いし、道が傷んでいるので、スケボー
しても良い場所があればよいと思います。
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266 その他 仕事を退職後、地域で人との関わりを保ちながら生活できるのか。

267
沢山の方が認知症サポーター(受講して)となって、まちぐるみで認知症の方々を見守れたら
素敵だなと思います。子育て世代・引きこもり・外国人‥等、多様な悩みを抱える方々との情
報交換・共有できる機会もあると良いと思います。

268 色々な活動をしているようですが、これを続けて、さらに広げていって欲しいです

269
今後、年齢とともに病院に行くことが多くなっ来ると思いますが、調子が悪いときの待ち時間
が（予約しても病院によって）もっと短くなって欲しい。

270

世の中を広い目で見て、この地域に限らず本来どんな人であろうと差別の目で見てはなら
ず、人間は平等であるべきです。お互い困っている人には、支援の手をさしのべて助け合い
生きてゆくべきです。全てとは言いませんが、私が子供の頃の時代と違い、現代を生きる人
は自分さえよければという考えの人が多くなりつつある気がします｡今こそ、人の温かさと優し
い心が必要です｡義理人情を重んじて間違っている(身勝手かと)と思いますが、昭和のように
近所隣が親しく仲良くお付き合いできたらと思うことがあります｡

271 コロナが落ち着いたら活動状況の情報発信と、活動内容別の見学日の設定。

272 もっと高齢化が進むと思うので、お手伝いできることがあればいいなと思っております。

273 民生委員の活動実態・独居老人の状況報告

274 単身になった場合の医療について大庭地区の取組を知りたい。

275 資源ごみも不燃ごみのように、戸の前にだせから年をとっても楽だと思います。

276 スマホ対応にして最適化して欲しい

277 なるべく静かにそっとしておいて下さい｡静かなまちづくりを願います｡

278
サークル趣味(編み物､会話､お茶のみ)週1回くらいしていただけたらと思います(皆さんで楽し
く)

279
１９６０年代、昭和４２年頃湘南サウンドが生まれ高校時代､誰もがエレキバンドﾞが多い頃､一
時エレキ禁止の時代に隠れても畑の出荷場､小屋等でﾟ練習し、活躍した人も70～80才のｼﾙ
ﾊﾞｰ世代に多いと思う｡あの時代の元気なシルバー族は今何処に…。

280 パソコン、スマホの使い方を困ったとき気軽に聞ける機会があればいいかも｡

281
スマートホーンで情報を得ることが多いため、ポータルサイトなどでスマホページにして欲し
い。対面でなくても繋がれるコミュニケーションの場ができると良いと思う。

282 オンライン会合

283 今、近所の交流をライン等で連絡を取り合っているのが現状です・

284 大庭ならではの名産品を考案して、人を誘致する。

285 今はまちづくではなく、自分自身や家族のことで手いっぱい。

286 パソコン、スマホなしの高齢者には情報を得るのが難しくなってきているようです。

287 病院が少ない。段差が多い。犬のふん始末しない人がいる

288
地区の年代別比率等分析したものを地域で活用できれば、いろいろなターゲット層を絞り活
動がきるのでは。

289
人と人との絆がいかに心豊かに過ごせるか、まず、ご近所の方とのご挨拶が大切と思いま
す。そこからお互い心が開かれ、絆ができると実感しています。ベッドや杖等の貸し出しがあ
りますが、その支払いは低年金では厳しいです。

290
辻堂〜大庭地区〜湘南台への地下鉄道の普及　集合住宅の高層化推進
マイナンバーカードの更新通知が来たがセンターで更新できず対応が悪い。コロナ禍で市役
所まで行けない。

291 大庭地区の折り返し地点、若い人に相続できるまちづくりを

292
恒例のため、地域の人達と交流を深めたい。仲間づくり、生きがいのある街づくり。老人の旅
行など。

293
引地川沿いの休田地が草だらけ。蓮華畑や菜の花ばたけ、田んぼアートなど花好きな人達
のボランティアをやりたい。JAが音頭を取って欲しい。

294 文学作品を読み解くような市民講座を短期間でも開いて。

295 車の騒音、戸を開けておけない。
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296 その他 散歩していると多くのゴミが落ちていることに驚き。地域の問題として取り組むべき。

297 西高の近くでラジオ体操をして欲しい。

298 近くにラジオ体操会場があれば参加したい。

299 まちの活性化に期待します。

300 このQRコード機能していない？

301 できることは､していきたいと思います｡

302 高齢のため、色々な行事に参加できず､希望しません。

303 いつまで、ここで一人で住めるか。

304 現状の維持、向上をして欲しい。

305 今まで通りで良いと思います。

306 歳をとると今できることもできなくなるので、その際に相談したい。

307 しつこい訪問を辞退させる相談窓口が欲しい

308 如何にして”ピンピンコロリ”と逝くようにするか？

309 特養をはじめとする介護施設の拡充。

310 エンディングノートとか、老後の人生の過ごし方の情報。

311
コロナ渦の影響で多数の行事が中止になってきましたが、当分コロナ渦は終息しないでしょ
う。コロナと付き合いながら正しく交流する工夫をして、なんでもかんでも中止はどうでしょう
か。

312 地区のコロナ発生数を知りたい｡

313
市民センターにもっとエンターティナーを呼んで、楽しみたい。テニスコートをもっと作ってナイ
ターができるようにして欲しい。市民センターでの映画会を増やしてほしい。

314 地域内の介護事務所が閉鎖されないように地域で協力・関心を持っていけるように…。

315 情報が何もない。

316 偏りのない公正な情報を期待しています

317 クリーニング店が少ない

318 挨拶する人が少ない。ペットのフン始末しない方がいます。

319 毎月2回出ている新聞の労力を他に使って欲しい。

320 自分が介護される時代は、社会がどう支えてくれるのか心配です。
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