












▷人口ピラミッドの推移

女 2020年 男

だいたい同じ人口でも高齢化が進行します！

女 2010年 男
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女 2040年 男女 2030年 男
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産業

2015 2040

高齢化にともなって働く人の割合が少なくなっていきま
す。人口はほぼ同じですが、働く人数は、おおよそ今か
ら８％減少します。

働く人
の割合
31.2％

働く人
の割合
29.6％

製造業で働く人は、61.7％になります。

建設業で働く人は、36.1％になります。
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教育・学習支援業で働く人は、143.3％になります。
（43.3％増加します。）

医療・福祉分野で働く人は、123.5％になります。
（23.5％増加します。）

農業で働く人は、49.1％になります。

保育・教育分野へ

保育・医療・介護
分野へ

農林業分野へ

幼稚園・小学校・中学校教員が「教育・学習支援業」に含まれます。

保育所、病院、介護事業所従業員が「医療・福祉」に含まれます。
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幼稚園教員・児童福祉事業従事者一人あたり
幼稚園・保育園在籍者数
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保育

保育対象の子供の数が減ります。 75.0％にな
ります。

保育に関する職業につく人は減りません。

幼稚園や保育園の先生が世話する子
供の数がほぼ半分になります。

3.0人の世
話をしま

す。
5.8人の世
話をしま

す。

最近のデータでは、 全
国では、6.3人

千葉県では、7.7人

でも、2015年4月に、保育
所に入れなくて待っている
児童が42人います。（千葉
県全体では1646人待っていま
す）0
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教育
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76.6％
になります

87.3％
になります

小学校も中学校も子供
の数が減って、先生の数
が余ります。

小学校では、今は一人の先生が

21.3人の子供を教えています

が、2040年には、9.8人の子供を

教える計算になります。

中学校では。今は一人の先生が

17.1人の子供を教えています

が、8.6人の子供を教えることに

なります。

ちなみに、2010年の
教員一人当たり児童数
全国15.99 千葉17.82

ちなみに、2010年の
教員一人当たり生徒数
全国13.91 千葉15.29
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医療・介護

入院患者も外来患者も増加し、
総患者数は9.0％増えます。

入院する人は、医療の進歩などによっ
て、国全体としては減少傾向です。人口
減も患者数の減少につながります。た
だ、高齢者の方が入院率・外来診療率
が高いので、高齢化によって患者比率
は増えます。

病院のベッド数あたりの入院患者数
は、2030年台に0.9人になります。

お医者さん一人が診る患者数は
34.3人から30.3人になります。

ちなみに、全国（2015年）の
病院ベッド数あたり入院患者数 0.87人

医師一人当たり患者数 32.3人
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は6.2％増
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入院患者
は25.3％増

えます
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介護士さん一人あたり

3.7人のお年寄り
の世話をしなければなら

なくなります。

全面的に日常生活の介護
が必要な人（要介護３以上）
が、介護老人保健施設定員

の約14倍になります。

介護老人保健施設がますます足りなくなります。

介護のために働く人も足りなくなります。

介護が必要な人が倍増します。

全国では、老人福祉・介護事業従事者数一人
あたりの介護受給者数(2015年）は2.8人です。

全国では、介護老人保健施設定員数あたり要介
護3以上介護受給者数(2015年）は5.7人です。

八千代市で、全面的に日常
生活の介護が必要な人（要
介護３以上）の比率は34.5％
です。(2011年）

ちなみに、全国では35.9％、千葉県
では37.5％です。
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八千代市内で作られた食料で、八千代市民が年間に食べる

食料の をまかなっています。農業
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今の耕地面積を維持するならば、
2040年の農業人口一人あたりの耕
地面積を、2015年の約2倍に増やす
必要があります。

農家の高齢化がすすんでいるた
め、2040年には農業人口は2015
年の約半分に減少する予測です。

8.0%

耕作放棄地面積
／（耕地面積＋耕
作放棄地面積）

0.88

6％

耕作放棄地

耕作放棄地率

全国の現状は、1.49ha/人です。

全国では、11.0％、千葉県
では、16.6％です。

1.79

主な農産物：ニンジ
ン、ホウレン草、ネ
ギ、ナシなど

酪農の産
出額は、県
全体の中
でも第13位

農家世帯は734戸（平成27年2月：
市全体の0.9％）です。平成22年か
ら5年間で117戸減少しました。

http://www.city.yachiyo.chiba.jp/161000/page000008.html

八千代市農業委
員会、平成28年4
月1日 現在

103ha

（出典：平成18年度千葉県生産農業所得統計）

（出典）「永続地帯2015年度版報告書」

（2014年度：カロリーベース）

＊市の農業への取り組み
地元産ならではの「安全と安心」「新鮮さとおいしさ」を追求する、「八
千代らしさ」を打ち出すための取り組み
・環境にやさしい農業（化学肥料や農薬の使用をなるべく少なくする）
・顔の見える安心な流通
・農と食をつなぐ女性農業者
・生産者と消費者との交流の場
道の駅「やちよ」八千代ふるさとステーション・やちよ農業交流センター
JA八千代市農産物直売所「グリーンハウス」（ゆりのき店・勝田台店）
地産地消を基本に、市内で取れた新鮮な野菜や果物のほか、ご飯類
や漬物などの加工品も



八千代市 2011 2012
公有財産（行政財産）建物床面積m2 356417 359704
うち、本庁舎 17405 17405
うち、小学校 150246 150246
うち、中学校 74040 74040
うち、高等学校 0 0 39.62 億円/年
公有財産（普通財産）建物床面積m2 4068 6052
公有財産建物床面積m2 360485 365756
人口(2011) 192884 192884
一人当たり公有財産建物床面積m2／人 1.868921
一人当たり本庁舎床面積m2／人(2011) 0.090236
全国公有財産建物床面積m2／人（2011） 3.755018
全国本庁舎床面積m2／人(2011) 0.132045

公有財産建物維持管理費概算

 30年で大規模改修を行い、60年で建て替えを行うもの
と考え、現存する公共施設の半分が今後大規模改修にか
かり、半分が建て替えにかかると仮定する。さらに、こ
の費用は起債の償還年数が30年間であることに鑑み、30
年間に平準化されるものとする。この仮定の下に、延床
面積を半分に割った値をさらに30で割り、それぞれに大
規模改修の原単位25万円／m2と建て替えの原単位40万
円／m2を乗じて足し合わせたものを、年間の維持・更新
費とする。

公有施設・道路
八千代市の公有施設（庁舎、学校、図書館、警察・消防署など）・道
路の一人当たりの面積・延長は、全国レベルよりも少ないです。

八千代市  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
道路実延長(km) 541.4 543.6 551.3 554.5 562.5 564.8 569.1
道路実延長(主要道路) 35.4 37.4 37.4 37.6 37.5 37.6 37.6
道路実延長(市町村道) 506 506.2 513.9 516.9 524.9 527.2 531.5
舗装道路実延長(主要道路) 35.4 37.4 37.4 37.6 37.5 37.6 37.6
ごみ収集計画人口 180480 182130 184050 185946 188045 189038 192884
一人当たり道路実延長(m) 2.999778 2.984681 2.995382 2.982049 2.991305 2.987759 2.950478

八千代市の一
人当たりの公
有財産建物面

積1.9m2

全国の一人当
たりの公有財
産建物面積

3.8m2

八千代市の公有
財産建物の維持

費概算
年間39.6億円

八千代市の市道の
維持費概算
年間9.3億円

八千代市の一
人当たりの道

路延長 約3m

全国の一人当
たりの道路延長

9.6m

15年で更新していくものと考え、道路面積を15で割った値に原単位（4700円／m2）を乗
じて年間の維持・更新費を算出した。
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住宅

八千代市では、1980年以前に建
てられた住宅の比率は、29.6% と
なっています。

住宅平均年齢(八千代市）

住宅総数に占める空き家の比率
は、全国では13.1％のところ、八
千代市では20.1％と少し高めで
す。近年急増してきています。

全国の比率(27.2%）と比較すると
古い建物は若干多いです。

このままの形で進んだ場合、住宅
の平均年齢は1.6倍になります。

27.3年

19.3年

世帯数と住宅数（八千代市）

世帯数が徐々に減ります
が、住宅数は増加します。
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八千代市 9.1% 11.2% 20.1%

1980年以前住宅比率
2013

八千代市 29.6%
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建築年代別の住宅数の推移

八千代市では空き家が増えてきています。今後、さらに、
住宅の老朽化と空き家の増加が見込まれます。
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エネルギー

19

このうち、電気料金だけで、一世帯当たり年間約11
万9千円のお金が支払われています。

八千代市では、太陽光発電が2014年度
に55.5％増加しました。

電気と熱の両方の代金として、一世帯当たり

年間約21万2千円のお金が市の外に出て行って

しまいます。

市全体では、エネルギー代に年間

509.8億円支払っています。

もしも、八千代市で生み出された再
生可能エネルギーを市内で使った

場合、10.1億円のお金が地域で

回る計算になります。

（出典）永続地帯報告書2015年度

エネルギーを無駄なく使うこと（省エネ）、再生可能エネルギー
を使って自分たちでエネルギーを創ること（創エネ）が重要です。

太陽光発電、風力発電、地熱発電、水力発電、バイオマス発電（木材や農業から出
る廃棄物などを使った発電）、太陽熱利用、地熱利用、バイオマス熱利用などのことです。

電気 熱（ガス、灯油、ガソリンなど）

八千代市での再生可能エネルギーの供給量

2013.3 rank 2014.3 rank 2015.3 rank
地域エネルギー自給率 ％ 1.15% 1455 1.35% 1508 1.99% 1508
再エネ供給密度 TJ/km2 2.33 350 2.73 395 4.03 399

(地域エネルギー自給率) = (再エネ供給量）／（民生＋農林水産業用エネルギー需要）

（再エネ供給密度）=（再エネ供給量）／（面積）

（再エネによる節減ポテンシャル）＝（民生＋農林水産
業用エネルギー支出額）×（地域エネルギー自給率）

八千代市の地域
エネルギー自給
率は約2％だよ

全国では4.97％
千葉県では2.86％

rankは全国1742市
町村の中での八千
代市の順位です。
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供給量 供給比 供給量 供給比 対前年比 供給量 供給比 対前年比
太陽光発電 97 81.4% 118 84.4% 121.8% 184 89.0% 155.5%
風力発電 0 0.0% 0 0.0% - 0 0.0% -
地熱発電 0 0.0% 0 0.0% - 0 0.0% -
小水力発電（1万kW以下） 0 0.0% 0 0.0% - 0 0.0% -
バイオマス発電 0 0.0% 0 0.0% - 0 0.0% -
再生可能エネルギー発電（小計） 97 81.4% 118 84.4% 121.8% 184 89.0% 155.5%
太陽熱利用 22 18.6% 22 15.6% 98.6% 23 11.0% 103.7%
地熱利用 0 0.0% 0 0.0% - 0 0.0% -
バイオマス熱利用 0 0.0% 0 0.0% - 0 0.0% -
再生可能エネルギー熱（小計） 22 18.6% 22 15.6% 98.6% 23 11.0% 103.7%
再生可能エネルギー供給量（合計） 119 100.0% 140 100.0% 117.5% 207 100.0% 147.5%

2013年3月 2014年3月 2015年3月
再生可能エネルギー供給量



廃棄物
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焼却されたごみは、八千代市一般廃棄物最
終処分場に埋め立てられます。
八千代市一般廃棄物最終処分場
埋立期間：1994～2035年度(予定：埋立状況により延長）
埋立面積：12,300㎡ 埋立容量：141,000㎥

2014年度末時点で、埋立容量のうち約87％
分がまだ残っています。
今の排出量を維持すると残り33年くらいで
いっぱいになる計算になります。

（出典）「八千代市一般廃棄物処理基本計画（改訂版）」平成28年

八千代市民は、1人1日
当たり771gのごみを出
しています。

全国では、1人1日当たり
964g(平成24年度）です。

2014年度の八千代市のご
み処理費用は45億1,631万
円でした。施設の建設改
良費を除いた処理経費
は、一人当たり約1万4,562
円となっています。

八千代市
は、2020年
までに50g
減らすこと
を目標にし
ているよ。

（出典）「八千代市一般廃棄物処理基本計画（改訂版）」平成28年

３R（リデュース(元
から減らす）、リ
ユース(もう一度

使う）、リサイクル
(原材料に戻す））

が大事だね。
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温暖化
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農業への影響
気温や雨の降り方が変わると、農作物の種類やそ
の生産方法を変える必要が出てきます。

健康への影響
このまま温暖化が進むと、100年後には最高気温が30度以上
になる真夏日が、現在の倍以上に相当する年間100日を越
え、1年の3分の1が、夏になってしまう可能性もあるとも予測さ
れています。
http://www.wwf.or.jp/activities/2009/09/720814.html

予測される気温変化

(出典） 第二作業部会政策決定者向け要約 http://ipcc-
wg2.gov/AR5/images/uploads/IPCC_WG2AR5_SPM_Approved.pdf

気温が上昇すると、熱中症患者
が増え、死んでしまう人も出てき
ます。一方、冬の寒さで死ぬ人は
少なくなります。

(出典）異常気象レポート2014

大気中の温室効果ガスの
濃度があがって、過去の
200年くらいの間に地球の平
均気温が約1℃上昇してい
ます。さらに1℃あがってし
まえば、とりかえしのつかな
い悪影響が起こる可能性が
高くなります。

自然への影響

気温や雨の降り方が変わって、生きもの
のすみかに適する場所も変わってきます。
集中的な雨も多くなり、台風も強くなり、
海面も上昇するため、防災計画なども
見直す必要があります。

2016年5月の政府
の「温暖化対策計
画」では、2050年ま
でに温室効果ガス
の排出量を80％削
減する目標が盛り
込まれたんだ。




