
　東日本大震災からまもなく１年。今
なお被災された多くの方々が不安な日々
を過ごしています。札幌市は一日も早
い復興のため、被災者へ思いを寄せな
がら、今後とも職員の派遣や募金など
の支援活動を続けてまいります。 
　この震災で私たちは、自然災害の圧
倒的な力と、原子力発電に依存する社
会の危うさを痛感することになりまし
た。この教訓を踏まえ、札幌では地域
防災計画の見直しや学校の耐震補強な
どの災害対策、脱原発依存に向けた調
査を計画的に進めているところです。 
　また同時に私たちは、「互いに支え
合う人の力」の大切さを学びました。
災害時の被害を最小化するため、札幌
では地域住民同士が助け合う自主防災
組織の活性化に力を注ぎます。 
　こうした取り組みが真の防災につな
がるかどうかは、市民の皆さんの「防
災意識」と「行動」にかかっています。
今こそ札幌の誇る「市民力」が問われ
ている。私はそう思います。 
　この「３月１１日」という日を起点に、
今後皆で災害対策の取り組みを継続し
ていきましょう。市民の皆さん一人一
人のご協力を心からお願い申し上げま
す。 

防災に関するパネルやグッ
ズの展示のほか、被災者を
支援する団体へ助成する基
金への募金コーナーも設置
します。震災から1年を契
機に、あらためて防災につ
いて考えてみませんか。 
期間 3/11�～14� 
会場 駅前通地下歩行空間 

上田　文雄 
うえ だ ふみ お 
札幌市長 

東日本大震災パネル展 

「市民力」を結集し 
　災害に強いまちへ 

東日本大震災から1年 

札幌市市長政策室広報部広報課  
〒060-8611 中央区北1西2 
2211-2036 6218-5161 
Eメール　kohokakari@city.sapporo.jp

広報さっぽろは、毎月10日までに、町内会な
どを通じて市内の全世帯に配布しています。ま
た、一部の地域では、市が委託した民間の会社
が配布しています。詳細は、広報課かお住まい
の区の区役所広聴係へお問い合わせください。 

編 集 

2211-2042 6218-5165

市政に関するご意見、ご提案などは 
市民の声を聞く課 

2222-4894 6221-4894 
 Eメール　info4894@city.sapporo.jp  午前8時～午後9時（土・日曜、祝・休日を含む） 

 市の各種制度や施設、行事、 
 公共交通案内などは 
 札幌市コールセンター 

2012  3

1,923,162人（－206）　 
899,648世帯（＋7） 

2月1日現在（前月比）　 
国勢調査ベース 

発生 

死者 

傷者 

555件（－155） 
3人（＋2） 
644人（－201） 

札幌の 
人口と世帯 

市内の交通事故  
平成24年1月1日～ 
1月31日（前年比） 

問 題 

正解者の中から抽選で
30人の方に、共通ウィ
ズユーカード（1,100円
分）を差し上げます。 

はがき、ファクス、Eメール。クイズの答え、郵便番
号、住所、氏名、年齢、電話番号と、広報誌や広報
番組へのご意見・ご感想を記入し、広報課（下記）
へ。1人1通。3月23日（金）消印有効。発表は発送
をもって代えさせていただきます。なお、2月号の正
解は「③ 10 」でした。 

応募方法 

プレゼント 

広報クイズ 

www.city.sapporo.jp
札幌市役所ホームページ 

※広報さっぽろの誌面も掲載。お住まいの区以外の
区民のページもご覧になれます。  

携帯電話対応サイト 
http://www.city.sapporo.jp/ 
mobile/
こちらからもアクセスできます→ 

市役所・区役所などの連絡先 
●市役所 
　〒060-8611　中央区北1西2／地下鉄大通駅下車 
            2211-2111（代表）6218-5161（広報課）  

●救急医療情報案内センター（２４時間） （医療機関の案内のみ） 

●大型ごみ収集センター（大型ごみの有料収集申し込み） 

　フリーダイヤル　20120-20-8699　携帯電話、PHS専用　  2011-221-8699

　午前9時～午後4時30分（土・日曜、祝・休日を含む） 
　2281-8153　耳や言葉の不自由な方は6281-4622

●夜間急病センター 
　中央区大通西19／地下鉄東西線西18丁目駅下車　2641-4316　6615-8604

●区役所（電話は代表、ファクスは広聴係） 
中 央 区  
北　　区  
東　　区  
白 石 区  
厚 別 区  
豊 平 区  
清 田 区  
南　　区  
西　　区  
手　稲　区  

南3西11 
北24西6 
北11東7 
本郷通3北 
厚別中央1の5 
平岸6の10 
平岡1の1 
真駒内幸町2 
琴似2の7 
前田1の11

2231-2400
2757-2400
2741-2400
2861-2400
2895-2400
2822-2400
2889-2400
2582-2400
2641-2400
2681-2400

6231-6539
6757-2401
6742-4762
6860-5236
6895-2403
6813-3603
6889-2402
6582-0144
6641-2405
6681-6639

市内では、昨年1年間に約2万4千件
の犯罪が起こりました。その中で最
も多く発生し、全体の約4分の3を占
める犯罪は何でしょうか。 

 ①知能犯　②粗暴犯　③窃盗犯 



札幌で起きている犯罪の実態 

ほくとくん防犯メール 
犯罪情報をリアルタイムにお知らせ 

毎日70件 近くの犯罪が発生 

犯罪発生マップ 
発生状況が一目瞭然 

北海道警察ホームページ 
www.mmg.police.pref.hokkaido.lg.jp/

携帯電話サイト 

北海道警察ホームページ 
map.police.pref.hokkaido.jp/hp_asp/main.do

携帯電話やパソコンから登録する
と、身近な地域で起こった犯罪情
報をメールでお届けします。登録
料は無料。地域を管轄する警察
署ごとの選択ができます。 

ひったくりや路上強盗など7種の犯罪の
発生箇所を示した地図を、ホームページ
上で公開しています。お住まいの地域を
選択し、近所の犯罪発生状況を簡単に
調べられます。 

昨年、市内で起こった犯罪件数は、24,043件。最も
多かった平成13年の41,290件からは毎年減少傾向
にありますが、日々多くの犯罪が市内で発生し、被害
に遭う人は後を絶ちません。 

窃盗が圧倒的 に多い 
最も多く発生している犯罪は、他人の物を盗む窃盗犯。
昨年は17,604件も発生し、犯罪全体の約4分の3を
占めています。特に、自転車盗、車上ねらい、侵入窃
盗が多く発生しています。 

■ 市内で発生した犯罪の種類 
　（平成23年） 

■ 窃盗犯の手口別内訳 
　（平成23年） 

※犯罪件数は、全て警察が把握した認知件数です 

この特集に関するお問い合わせは、区政課�211-2252

車上ねらいへの対策 

から 犯罪 
を 身 るために るために 守 

・窃盗犯 侵入窃盗、自転車盗、 
　　　　ひったくりなど 
・粗暴犯 暴行、傷害、恐喝など 
 

〈用語解説〉 
・知能犯 詐欺、横領など 
・風俗犯 賭博、強制わいせつなど 
・凶悪犯 強盗、殺人、放火、強姦 
 

自転車盗 
6,033件 

その他 
6,233件 

侵入窃盗 1,643件 

ひったくり  
81件 車上ねらい・ 

部品ねらい  
3,614件 

窃盗犯 
17,604件 

その他 
4,636件 

粗暴犯 815件 

知能犯 532件 

風俗犯 354件 

凶悪犯 102件 

最 新 の 犯 罪 の 発 生 情 報 を 入 手 で き ま す  



ここが危険！　手口や傾向を分析 

防犯のポイント 
～車上ねらい編～ 

プロ直伝 

狙われる 
自宅の敷地 

車上ねらいに遭った車の8割以上は、
鍵を掛けていたのに被害に遭っています。
金づちなどの鈍器で窓を割って侵入し、
車内から物を盗む手口が横行しています。 

発生場所で一番多いのは店舗や
集合住宅などの駐車場です。次に
多いのは、意外にも一戸建住宅な
どの自宅敷地内での被害。自宅で
も対策を怠らないことが重要です。 

■ 車上ねらいなどの発生場所 
　（平成23年） 

■ 車上ねらいに遭った車の 
　 施錠の有無（平成23年） 

車
上
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ら
い
 

手稲区在住Ｅ・Ｆさん（20代・女性） 

事
件
簿
 

車車上ねらいへの対策 車上ねらいへの対策 
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1.車内に物を置かない。これ鉄則 ！ 

2.短時間でも必ず鍵を。 

3.駐車は、明るく人目に付く場所に。 

４.音や光で威嚇する防犯機器が有効。 

犯人は、鍵が掛かっていても車内にバッグなどがあれば、ガ
ラスを割ってでも犯行に及びます。カード類や携帯電話な
ど何でも標的になるので、車内は必ず空っぽにしてください。 

施錠していない車は真っ先に狙われます。気付かないとこ
ろで、犯人はあなたの行動をチェックしていますよ。 

暗くて犯行が目立たない夕方から夜間にかけて被害が増
加します。駐車の際は、明るく、通行人が多く、できるだけ
管理が行き届いている駐車場に止めましょう。 

振動や人の動きを感知して警報音や光を発する防犯機器は、
犯人を威嚇する効果があります。自宅敷地内での犯行を防
ぐには、センサー付きライトや防犯カメラが有効ですよ。 

窓からバッグや 
お財布が丸見え 

すぐ戻るからと 
鍵を掛けていない 

暗く人通りの少ない 
場所に止めている 

※部品ねらい（カーナビやオーディオなどの盗難）も含む 

23年の市
内発生件

数3,614件
※ 

施錠あり 
84.1％ 

施錠なし 
15.9％ 

その他99件 

空き地14件 

会社敷地内 
78件 

住宅敷地内 
352件 

駐車場 
2,620件 
 

道路上 
344件 

施設敷地内 
107件 
 

◎防犯機器はカー用品店などで購入できます 

こんな車は狙われる！ 

るために 

今年1月夜8時過ぎ、
友達とスーパーの屋内
駐車場に車を止め買
い物へ。戻ったら、後

部座席のガラスが粉々に割られ、
車内に置いていた友達のバッグが
盗まれていました。ガラスが割られ
たドアは、破片で傷付き全部交換に。
保険がきいても５万円も掛かりまし
た。鍵を掛けていたし、店内出入
口近くで安全だと思ったのに…。 

昨年市内では、免許保有者の実に317人に1人が
車上ねらいなどの被害に遭っている計算で、その
確率は道内主要都市でもトップです。「もしかした
ら自分も被害に遭うかもしれない」という意識を
持って、防犯のための対策を心掛けてください。 

も安心できない 鍵を掛けていても 

五十嵐 智さん 
 

北海道警察本部で 
身近な犯罪の対策に携わる 

い が らし  さとし 

警部 

私がお教え 
します！ 
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23年の市
内発生件

数955件※ 

「空き巣」 

声を掛けられると、多くが犯行を諦める 

８割以上は 

約8割 約8割 

「窓・ベランダ」 
侵入の5割以上が マンションなどでの 

犯行が前年比約4割増！ から 

侵入窃盗のうち最も多いのは、留
守宅を狙った「空き巣」。しかし、家
人が在宅中でも、夜間寝ている間
に侵入される「忍込み」や、日中テ
レビを見ている間などに侵入される
「居空き」も少なくありません。 

侵入口は「窓・ベランダ」が半数以上で、
「玄関」が4割ほど。どちらも無施錠が
大きな原因です。また、玄関では「鍵
の破壊」、窓・ベランダでは「ガラス破
壊」による侵入が多発しています。 

犯行を諦めた理由で一番多いのは「近所の人に声を掛けられたり、じろじろ見られ
た」。泥棒は、さまざまな人の目がある連帯感の強い地域には寄り付きにくいのです。 

多くがインターホンで留守を確認 
多くの泥棒にとって、犯行の決め手は留守であること。意外にもインターホンで確
認する場合が多いといいます。留守を悟られないことが犯行を防ぐポイントです。 

侵入に5分かかると、7割が諦める 
侵入に5分かかると7割の泥棒が諦め、10分以上かかると9割以上が諦めるといい
ます。被害を防ぐには、侵入に時間がかかるような対策をすることがとても有効です。 

しのび こ 

あ い 

■侵入窃盗の手口（平成23年） 

■侵入口と侵入手段（平成23年） ■発生場所 

空き巣 781件 

無施錠 
193件 

鍵破壊な　　　
　ど　  

120件　 

ガラス破壊 
260件 

4階建て以上の 
共同住宅 
4階建て以上の 
共同住宅 

1階建て 
その他 
57件 

その他24件 

忍込み 
135件 

居空き39件 

玄関など 
370件 

H22

H23
不明・その他 

77件 

窓・ベランダ 
508件 

侵入が容易な一戸建てや低層の共同
住宅での被害が多い中、昨年は４階建
て以上の共同住宅に侵入する犯行が
急増。「高い階だから大丈夫」という油
断に、泥棒は付け込んできます。 

1.玄関周りを下見する。 
2.留守を確認する。多くの場合、 
　インターホンを押して確認。 
3.侵入する。 

犯行の 
手順 

企業が本業の活動や専門知識
を生かして、防犯パトロールや
啓発活動などに取り組む仕組
みです。現在219社が登録し、
地域の安全に貢献しています。 

本業は、チラシなどを配るポスティング。約
700人のスタッフが、チラシ配りの際に地域
安全サポーターズの腕章を着けて、犯罪防
止のパトロール活動を徒歩で行っています。 

582件 199件 

334件 275件 346件 

354件 

地域安全 
サポーターズ あなたの会社も 

参加しませんか？ 

活動事例 

チラシを配りながら 
地域をパトロール 

「地域安全サポーターズ」への 
登録事業者を募集しています。 
詳しくは区政課（2�）へ 
お問い合わせを。 

株式会社リッド 

地域や企業による活動が 
まちの安全を 
守っています。 

市内在住  匿名（女性） 

事
件
簿
 

今年2月の夕方、帰宅
したら閉めたはずの玄
関ドアの鍵が開いてい
ました。不審に思いな

がら室内に入ると、ベランダの窓
ガラスが割られて床に散乱。テレ
ビやパソコンがなくなり、別の部屋
もタンスが開けられ衣服が散らば
っていました。一番安全であるは
ずのわが家がこんなふうに土足で
踏み荒らされるなんて…。そのとき
の怖さは今も頭から離れません。 

※住宅を対象とする件数 

 

3階建て以下の 
共同住宅など 

ここが危険！　手口や傾向を分析 

なるほど！　泥棒の行動と心理 

侵入窃盗への対策 

38.2％増 

無施錠 
224件 



約8割 
1.ごみ捨てや在宅の時も、必ず施錠 ！ 
侵入窃盗の約半数は、鍵を掛けていれば防げたもの。「面倒だ
から」「家に居るから」と無施錠にするのは絶対だめ！ 2階の窓
も部屋に居ない時は閉めて錠を掛けましょう。 

侵入に時間をかけさせる、光や音で威嚇するなど、効果
的な防犯用品を活用しましょう。 

5.侵入を諦めさせる防犯用品の活用を。 

通常のガラスも格段に
割れにくくなります。狙
われる錠回りを中心に
張りましょう。 

2.玄関ドアや窓には、2つの鍵を。 
鍵が2つあると侵入までに時間がかかり、犯行を諦めさせるのに
有効です。玄関は、特殊な工具を使って開錠する手口に対応し
た補助錠を、工賃込みで2万円前後で取り付けられます。 

3.家の周りの見通しを良くしよう。 
人目を遮る高い塀や植栽は、泥棒には格好の隠れ場所です。ま
た、灯油タンクなどは2階への足場になることも。家の周囲を点
検して、死角や足場は極力なくしましょう。 

４.留守と悟られない工夫を。 
新聞がたまっている家や夜間真っ暗な家は、留守と見抜かれ狙
われます。長期間留守にするときは新聞を止め、夜に外出すると
きは部屋を明るくして在宅を装うのも効果的です。 

4階建て以上の 
共同住宅 

鍵が1つだけ 

塀や植栽で 
死角ができている 

防犯について、 
さらに知りたいときは 

・出前講座 

・ホームページ www.city.sapporo.jp/shimin/chiiki-bohan/index.html

市職員が町内会の会合などに出向いて、地域の防犯の 
取り組みなどを説明します。詳細は区政課（2�）へ。 

犯罪は人ごと 
ではない 

～侵入窃盗編～ 

「自分の身は自分で守る」。一人一人がその意識を持って行動することが、
防犯には最も大切です。自分や家族はもちろん、みんなが安心して暮らせ
るまちにするため、まずは身近な防犯から始めましょう。 

地域や企業による活動が 
まちの安全を 
守っています。 

地域や企業による活動が 
まちの安全を 
守っています。 

市内各地で、防犯パトロールや 
子どもの見守り活動などが 
行われています。 

防犯のポイント 
プロ直伝 

防犯教室で道内を回っていますが、市内でも鍵を掛
けずに外出する人が案外多いのです。まずは、自分の
財産や命を守る鍵の大切さを認識してください。自宅
の対策を行うことに加えて、ご近所同士で見守り合え
る関係をつくることが防犯には非常に有効ですよ。 

総合防犯設備士 

防犯に強い設備施工や防犯指導に携わる　 
たか はし  すすむ 

高橋 進さん 
 

鍵 
 1つ 

死角 

簡単に割られる 
ガラス窓 

ガラス 

窓 

玄関 

防犯フィルム 

顔を見られるのを恐れる
泥棒に、犯行をためらわ
せる効果があります。 

人が近づくと自動
的に点灯し泥棒
を威嚇します。 

カメラ付き 
インターホン 

センサーライト 

振動で作動し大きな音で泥棒を威嚇。
死角になる窓に付けると効果的です。 

警報器 

侵入窃盗への対策 侵入窃盗への対策 

こんな家は狙われる！ 

2階だからと油断して 
窓を開けっ放し 

新聞受けがいっぱい 

足場になるものがある 

ベランダ 

玄関 
窓 

私がお教え 
します！ 

死角 鍵 
 1つ 

死角 

鍵 
 1つ 

ガラス 

ガラス 死角 

鍵 
 1つ 



      札幌の 
まちづくり 
～ふらっとホーム2011での対話を紹介～ 

ふらっとホームとは？ 
■実施状況 

過去のふらっとホームでの発言から、こんな施策が生まれています 

参加者は、無作為抽出した市民の中から希望を募り、決定しました。 

市長が各区に出向き、市民と意見交換をする場
です。約2時間、「子育て」「安全・安心」「ごみ」「防
災」など市政に関するテーマに沿って話し合います。
毎回活発な議論が行われ、いくつかの意見は具
体的な施策に結び付いています。 

○高齢者などが街の中で一休みできるように、椅子やテーブルを駅前通や地下歩行空間に設置 
○日中働いている人でも気軽に運動ができるように、夜に歩く「ナイトウォーキング」を手稲区で実施 
○待ち時間に読んでもらえるように、市内120カ所の病院・診療所で広報さっぽろの配架を開始　など 

この特集に関するお問い合わせは、 
市民の声を聞く課�211-2045

区 参加 
人数 

中央 

北 

東 

白石 

厚別 

9人 

5人 

6人 

9人 

6人 

実施日 会場 

10月29日 

11月 9日 

10月15日 

10月 1日 

11月24日 

中央保健センター 

サンプラザ 

東区民センター 

白石区民センター 

青葉まちづくりセンター 

区 参加 
人数 

豊平 

清田 

南 

西 

手稲 

8人 

4人 

6人 

7人 

7人 

実施日 会場 

11月19日 

 9月24日 

12月15日 

12月 2日 

 9月16日 

豊平区民センター 

清田区役所 

南区役所 

西区民センター 

手稲区役所 

札幌をより住みよいまちにするため、

市民と市長がじっくりと話し合う 

「ふらっとホーム」を本年度も10区

で開催しました。 

今回はその会場の様子や、意見交

換の内容の一部を紹介します。 

語ろう！ 



小嶋さん（70歳、男性）学童保育を地域の高齢者が引き受
ける、というのはどうでしょう。子どもたちの話し相手になったり、
歴史を教えてあげたりするだけでもいい。また、私の住む共
同住宅にはスキーがとても上手な高齢者がいます。そういう
技術や知識のある人がもっと地域で活躍できれば、子どもを
見守ると同時に成長させることにもつながります。 

高田さん（37歳、女性）私は子どもが生まれる前から仕事を
続けています。子育てと仕事の両立は体力的にも精神的に
も大変ですが、ご近所や学校の保護者同士のつながりもあ
ってなんとかやってこれています。 

駒木根さん（70歳、女性）最近、働くお母さんが増えていま
すよね。小学生の孫の学習発表会に行くと、共働きの家庭
のお母さんは来ていないことがあります。でも、私たちのような、
おじいちゃん、おばあちゃんは時間があるので、子どもたちを
見守ることができますね。 

市長　共働きのご家庭を助けるために、市では児童会館な
ど、子どもたちの放課後の居場所を整備しています。また、駒
木根さんがおっしゃるように、高齢者を含め、地域全体で子ど
もたちを支えていくことが大切だと思います。 

市長　そうですね。高齢化は社会問題だといわれていま
すが、実は地域を支える層が増えるということなのです。 
高齢者が自分のお孫さんだけでなく、近所の子どもたちに
も気軽に声を掛けるような、地域の関わりが深まる仕組みを
つくっていきたいですね。 

渡部さん（45歳、女性）そうですよね。でも最近は近所付き
合いも希薄になっていて、近所の子どもを叱りづらくなりました。
「うちの子は放っておいて」というような考えの人が多くてちょ
っと寂しいですね。 

能味さん（35歳、男性）これまでのお話を聞いて、私たちの
世代も何かしなければいけないと思えてきました。私たちも経
験豊富な高齢者の皆さんに学びながら、地域の中で動いて
いかなければならないですね。 

子どもたちの 
見守りに 
高齢者の力を！ 

西区 

たか だ 

こま き ね 

わた べ 

のお み 

こ じま 



北田さん（79歳、男性）私が車の運転をしていたころは、車
道を走る自転車が車側に倒れてくるのでは、と不安でした。
歩行者、自転車、車それぞれが通る空間を分離することは
緊急の課題ではないでしょうか。 

市長　そうですね。道路などハード面の整備が可能な場所は、行政でできる限り整
備し、不可能な場所では人々の意識を変えることが安全を守ることにつながります。
車は自転車より強く、自転車は歩行者より強い。強者が弱者を守るという最低限の
ルールを、学校教育の中で徹底するよう、教育委員会に申し入れたいと思います。 

市長　マンションなどの集合住宅では、家主さんにボックス型
のごみステーションを設置することを求めていまして、それぞ
れの住宅ごとに作っていただいています。 

市長　そうですね。ごみステーションの設置場所は地域で決めていますが、収集ルート
や地形などの関係で、置ける場所が限られることもあるかもしれません。地域をきれい
に保つために誰がどう責任を持つのか。それを話し合える仲間をつくることが大事だと
思います。 

井馬さん（39歳、女性）歩道を走っている自転車に
とても危険を感じています。自転車は車道を走るル
ールになっているはず。自転車専用の道路を造るな
どして、安心して歩ける歩道にしてほしいです。 

佐藤さん（40歳、女性）私が使うごみステーションは、いつも
きれいだと思っていたら、向かいに住む奥さんが掃除をして
くれていることが分かりました。当番制でないごみステーショ
ンでは、毎日掃除する人が決まってしまっているのです。これ
はちょっと不公平ですよね。 

鈴木さん（71歳、女性）私の団地のごみステーションは掃除の手間がかからないボックス型で、
管理が行き届いていますが、住宅街には組み立て式のタイプが多いように思います。組み立て式
だとごみが崩れて散らばってしまい、すごく臭いです。上にかける網もべたべたしていますし。 

区長　西区の一部の道路では、実際に自転車走行空間を設
けて、その効果を検証しているところです。 

菊池さん（23歳、女性）私は、子どもや免許のない人も、交通の
基礎知識をもっと勉強する機会があるとよいと思います。教育
の時間を設けることが必要ではないでしょうか。 

自転車と歩行者。 
両者の安全を守るには?豊平区 

ごみステーションをきれいに保つには？ 東区 

い ま 

きた だ 

きく   ち 

すず  き 

さ   とう 



白石区　仁和さん（49歳、男性）東日本大震災があり、近所
の人との交流の大切さを痛感しました。もっと普段の生活の中
でつながりを持てるようにするべきでは。 

市長　災害時の食料や毛布などの備蓄については、東日本大震災を踏まえ、
さらに増強を進めています。同時に、冬の災害に備えて、避難場所になる体育
館などの断熱性を高めるための設計を始めました。阪神・淡路大震災のときには、
実に被災者の８割の方が隣近所の人に助け出されたというデータがあります。
地域で助けが必要な人を把握しておくことが大切ですね。 

市長　市では、障がい者を積極的に雇用するよう企業に働き掛けるとともに、元気
カフェなどの雇用の場を創出してきました。こうした施策を今後も進め、障がい者は
しっかり働ける、という認識を多くの人に持っていただきたいです。歩道のバリアフ
リー化については、都心や駅の周辺などを中心に、順次進めています。街じゅう全
てを整備するのは難しいので、優先度を考え、計画的に実施していくことになります。 

市長　子どもたちが苗を育て、花が咲いたら地域の人と一緒に世
話をする「マイタウン・マイフラワー活動」が、市立幼稚園・小学校の
８５％以上に広がっています。学校を中心に、子どもと地域の方々
が一緒になって、花や緑を大事にするという気持ちを育てていく、こ
うした活動を今後も支援していきます。 

中央区　渋谷さん（50歳、女性）地域や公園の中
に、子どもたちと一緒に花を育てられる場所や、緑を
楽しめる場所がもっとあると素晴らしいと思います。 

手稲区　大井さん（55歳、女性）花を通じて、もっと
楽しく、安らぎのあるまちづくりができないでしょうか。 

厚別区　石黒さん（58歳、男性）知的障がいのある子が高等
養護学校を卒業した後、働ける場所を増やせないでしょうか。 

南区　関下さん（71歳、男性）歩道の真ん中に電柱があって
車椅子が通れない場所があります。障がいのある人が歩きにく
い道があることを、もっと分かってもらいたいです。 

皆さんの声で札幌をもっと暮らしやすいまちに 
今回見てきたように、市民一人一人はさまざまな意見を持っていますが、「札幌を
より暮らしやすいまちにしたい」という思いは共通しています。 
ふらっとホームの他にも、市民の皆さんの声を聞かせていただく機会を設けていま
すので、ぜひご意見をお寄せください。市は、そうした皆さんの声を大切にし、札幌
がよりよい街になるように努めていきます。 

�211-2042　FAX218-5165 
 

市政に関するご意見、ご提案を 
お待ちしています 

市民の声を聞く課 
 

www.city.sapporo.jp/somu/ 
shiminnokoe/iken/shiseiteian.html

インターネット市政提案 
 

障がい者 
施策 

防災 

みどり 

に   わ 

清田区　奥山さん（76歳、男性）町内会単位で組織している
「自主防災組織」が災害時に機能するのか不安です。 
 

北区　安達さん（40歳、女性）市は、冬場の災害への対策を
とっていますか。 

あ  だち 

おく やま 

いし ぐろ 

せき した 

しぶ  や 

おお  い 



環境や防災に配慮した、市民に優しい施設を目指します 

白石区役所などの 
整備基本計画案にご意見を 

　
白
石
区
役
所
な
ど
の
整
備
に
関

す
る
基
本
計
画
案
に
つ
い
て
、
皆

さ
ん
の
意
見
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
 

　
市
で
は
、
老
朽
化
が
進
ん
で
い

る
白
石
区
役
所
や
区
民
セ
ン
タ
ー

な
ど
に
つ
い
て
、
地
下
鉄
白
石
駅

近
く
の
市
有
地
に
移
転
を
予
定
。

こ
れ
ま
で
に
、
検
討
会
や
ア
ン
ケ

ー
ト
を
実
施
し
、
市
民
の
皆
さ
ん

の
意
見
を
反
映
さ
せ
な
が
ら
計
画

案
を
策
定
し
ま
し
た
。
 

　
案
で
は
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
で
誰

も
が
利
用
し
や
す
い
施
設
に
す
る

の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
太
陽
光

パ
ネ
ル
の
設
置
な
ど
環
境
に
も
配

慮
。
さ
ら
に
、
災
害
時
の
拠
点
と

な
る
施
設
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
 

　
今
後
、
寄
せ
ら
れ
た
意
見
を
基

に
検
討
を
進
め
、
最
終
的
な
基
本

計
画
を
作
り
ま
す
。
利
用
し
や
す

い
庁
舎
に
す
る
た
め
に
、
皆
さ
ん

の
ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
 

　
　
　
区
役
所
整
備
担
当
�（
２１１
）

２
１
７
６
 

・窓口の場所や案内表示を誰
にでも分かりやすいよう工夫 
・地下鉄駅からエレベーターで
来庁できるようにするなど、
バリアフリー化を徹底 
・地域のイベントや展示など
ができるスペースを設置 

・地域の防災拠点として、
自家発電設備や貯水槽、
備蓄倉庫を設置 
・敷地内に広場を確保し、
災害時などにも活用 

・太陽光や地中熱など
再生可能エネルギーを
活用 
・電力の使用を抑えるた
め、自然光の取り入れ
方などを工夫 

1 誰もが利用しやすい地域の拠点に 

2 環境に配慮 

3 災害時などの拠点に 

Ｈ22～23年度 

年 度 内 容 

検討会や市民の
意見などを基に、
基本計画を策定 

Ｈ24～25年度 
基本計画に基づい
て、工事に向けた
設計図を作成 

Ｈ26年度～ 

Ｈ28年度 

工事期間 

使用開始 

さらに詳しい情報が分かるホームページ www.city.sapporo.jp/shimin/shisetsu

南 郷 通  

環
状
通

 

民間施設 

駐車場 

庁舎 

園庭 
ちあふる 

公募により地域の利便 
性を高める施設を導入 

屋外広場や緑の空間 
など憩いの場を設置 

・区役所 
・保健センター 
・ちあふる （区保育・子育て支援センター） 
 

・区民センター 
・（仮称）絵本図書館 
 

■移転・整備のスケジュール（予定） 

白石区複合庁舎 
整備基本計画案のポイント 
白石区複合庁舎 
整備基本計画案のポイント 

メイン 
エントランス 

N

地下鉄東西線 白石駅 

意見提出 市役所13階区役所整備担当課、区役所
などで配布中の計画案をご覧の上、添付の意見提
出用紙を3月27日（火）（必着）までに持参、送付、フ
ァクス、Ｅメール。関係書類は下記ホームページから
も入手できます。 

基本計画案をご覧の上、 
ご意見をお寄せください 

意見 
募集 

●
白
石 

　
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル 

地下鉄駅や 
バスターミナルと 
地下で接続 



　
４
月
１
日
�
か
ら
、
障
が
い
の

あ
る
方
を
対
象
と
し
た
サ
ー
ビ
ス

を
充
実
さ
せ
ま
す
。
 

　
市
で
は
、
障
が
い
者
世
帯
の
経

済
的
な
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、

家
事
援
助
な
ど
の
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
と
補
装
具
の
給
付
を
併
せ
て

受
け
る
場
合
に
、
利
用
者
負
担
の

上
限
額
を
設
け
ま
す
。
ま
た
、
障

が
い
の
あ
る
児
童
の
自
立
し
た
生

活
を
支
え
る
た
め
、
専
門
職
員
に

よ
る
保
育
所
へ
の
訪
問
サ
ー
ビ
ス

な
ど
を
開
始
。
さ
ら
に
、
通
学
時

の
移
動
支
援
も
一
定
の
条
件
の
下

で
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
 

　
各
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
は
手
続

き
が
必
要
で
す
の
で
、
詳
し
く
は

お
住
ま
い
の
区
の
保
健
福
祉
課
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。
 

　
　
　
区
役
所（
1
�
）の
保
健
福

祉
課
 

利
用
者
負
担
を
軽
減
す
る
ほ
か
、障
が
い
児
を
対
象
と
し
た
支
援
を
拡
充 

　
４
月
１
日
�
か
ら
、
市
立
の
精

神
科
病
院
で
あ
る
静
療
院
の
成
人

部
門
が
、
中
央
区
の
市
立
札
幌
病

院
に
移
転
統
合
し
、
「
精
神
医
療

セ
ン
タ
ー
」
と
し
て
診
療
を
開
始

し
ま
す
。
　
 

　
こ
の
セ
ン
タ
ー
は
、
精
神
科
病

院
だ
け
で
は
治
療
が
難
し
い
、
身

体
合
併
症
や
精
神
科
救
急
の
方
に

対
応
で
き
る
医
療
機
関
と
し
て
設

立
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
他

の
診
療
科
と
連
携
し
た
治
療
が
行

え
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
一

定
の
治
療
後
は
、
地
域
の
医
療
機

関
に
引
き
継
ぐ
役
割
も
担
い
ま
す
。

　
な
お
、
静
療
院
の
小
児
部
門
は

４
月
か
ら
「
児
童
心
療
セ
ン
タ
ー
」

と
名
称
を
変
更
。
現
在
の
場
所（
豊

平
区
平
岸
４
の
１８
）で
引
き
続
き

診
療
を
継
続
し
て
い
き
ま
す
。
　

　
　
　
静
療
院
庶
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課
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4
月
か
ら
市
立
札
幌
病
院
に
 

精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
を
新
設
し
ま
す
 

障
が
い
の
あ
る
方
へ
の
支
援
体
制
を
強
化
し
ま
す
 

精
神
科
と
他
の
診
療
科
が
連
携
し
た
医
療
を
提
供 

4月から始まるサービス 

所在地 中央区北11条西13丁目 
診療案内 新患の方は、原則として
他の病院や診療所からの紹介状と
事前の予約が必要です。 
ホームページ 
www.city.sapporo.jp/hospital 

※移転統合に伴い、静療院の成人
部門の外来診療は3/23（金）を最
後に閉診します。 

精神医療センター 

白石区複合庁舎 
整備基本計画案のポイント 

主
に
児
童
を
対
象
と
し
た
支
援 

利
用
者
負
担
の
軽
減 

　同じ月に利用した、家事援助などの障害
福祉サービスと補装具の利用者負担額の
合計が、基準額を超えた場合、その分の払
い戻しが受けられます（4月以降利用分が対象）。 

対象 障がいのある市民税課税世帯の方
（児童を含む） 

　生活に必要な能力を身に付けるため
放課後などの時間を活用し、工作などの
創作活動や地域との交流を行います。 

対象 障がいのある小中学生、高校生 

放課後等デイサービス 

　保護者が就労や障がいなどで子ども
の通学に付き添えないとき、ヘルパーに
よる介助を受けられます。 

対象 小学生以上で、障がいにより一人
での通学が困難な方 

通学支援（移動支援の範囲拡大） 

　専門職員が保育所などを訪問。集団
での生活に必要な支援や、スタッフへの
助言を行います。 

対象 障がいのある保育所児、幼稚園児、
小学生 

保育所等訪問支援 

市立札幌病院 

児童心療センター 

小児部門 
新設 

他の 
診療科 

成人部門 

連携 

その1

その2

単科の精神科病院では対応が困難な、精神と身体の疾
患を併せ持つ方の治療を行います。 

救命救急センターなどでの救急医療を終えた後も、精
神疾患の入院が必要な方の治療を引き続き行います。 

特長 

今まで 
静療院 

救命救急 
センターなど 

精神医療 
センター 

、 



契約トラブルについてのお問い合わせは、消費者センター�728-2121

南区で太古の化石が
発見されたジュゴンの
仲間「サッポロカイギ
ュウ」の子孫。世話好き。 

東京出身。進学で来
札した、1人暮らしの大
学生。スイーツが大好き。
少しそそっかしい。 

生まれも育ちも札
幌で、ナナとは大
学の同級生。しっ
かり者。 

ギュウ太 ナナ  ユイ 

暮らしに役立つ！ 

第●話 
賃貸借契約の トラブルに備えよう 

5

春
か
ら
社
会
人
に
な
る
ナ
ナ
の 

引
っ
越
し
の
手
伝
い
に
来
た
2
人 

は
る 

し
ゃ 

ひ 

こ 

て 

つ
だ 

き 

ふ 

た 

り 

か
い 

じ
ん 

ナ
ナ
ー
♪ 

来
た
よ
ー 

ど
う
し
た
の
？ 

う
わ
っ 

殺
気
… 

さ
っ 

き 

通
常
は
修
理
に
掛
か
る 

費
用
を
敷
金
か
ら 

引
か
れ
る
場
合
が
多
い
ん
だ 

つ
う
じ
ょ
う 

し
ゅ
う 

り 

か 

ひ ひ 

ば 

あ
い 

お
お 

よ
う 

し
き 

き
ん 

※ 

賃
貸
住
宅
か
ら
出
る
と
き
に
、 

借
り
主
が
負
う
義
務
の
こ
と
だ
よ 

ち
ん 

た
い 

じ
ゅ
う
た
く 

で 

か 

ぬ
し 

お 

ぎ 

む 

賃貸借契約での 
原状回復義務 
賃貸住宅に住んでいた人が
退去する時に、部屋の汚れや
損傷の一部を修理する義務 
 

原
状
回
復 

げ
ん 

じ
ょ
う 

か
い 

ふ
く 

あ
あ
、こ
れ
は 

「
原
状
回
復
義
務
」の 

せ
い
だ
ね 

げ
ん 

じ
ょ
う 

か
い 

ふ
く 

ぎ 

む 

な
に
な
に
、「
部
屋
の 

修
繕
に
掛
か
る 

費
用
を
負
担 

し
て
く
だ
さ
い
」 

し
ゅ
う 

ふ 

た
ん 

ぜ
ん 

へ 

や 

か 

ひ 

よ
う 

※敷金…賃貸借契約の際、借り主が貸し主に対し払う一時金。通常は退去時に返還される 

き 



引
っ
越
し
が
済
ん
だ
ら 

春
か
ら
私
た
ち
も
社
会
人
だ
ね 

は
る 

し
ゃ 

わ
た
し 

か
い 

じ
ん 

ひ 

こ 

す 
で
も
全
て
が 

借
り
主
の
負
担
に
な
る 

わ
け
で
は
な
い
ん
だ 

か 

ぬ
し 

た
ん 

ふ 

す
べ 

借り主 
が負担 

こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で 

一
般
例
な
の
で 

契
約
書
の
内
容
や 

特
約
を
よ
く
確
認 

し
よ
う
ね 

け
い 

や
く 

し
ょ 

な
い 

か
く 

に
ん 

よ
う 

と
く 

や
く 

い
っ
ぱ
ん 

れ
い 

う
わ
っ 

結
構
汚
れ
て
た
ん
だ
ー 

け
っ 

こ
う 

よ
ご 

引っ越し作業で 
できたひっかき傷 

借り主 

台所の油汚れ 
借り主 

画びょう・ピンの穴 

借り主 

風呂・トイレの 
水あか 

貸し主 

フローリングの 
ワックスがけ 

貸し主 

日焼けによる 
壁紙の変色 

貸し主 

貸し主 
が負担 

こ
の
春
か
ら
の 

広
報
さ
っ
ぽ
ろ
に
も 

ど
う
ぞ
ご
期
待
く
だ
さ
い
！ 

は
る 

こ
う 

ほ
う 

き 

た
い 

ご
愛
読
の
皆
さ
ん 

私
た
ち
2
人
は
今
回
で 

「
し
っ
と
く
さ
っ
ぽ
ろ
！
」 

を
卒
業
し
ま
す
！ 

あ
い 

わ
た
し 

そ
つ 

ぎ
ょ
う 

こ
ん 

か
い 

ど
く 

み
な 

ふ 

た 

り 

※国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」による 

消費者センター 

契約書の読み方や、原状
回復の一般的な考え方に
ついてアドバイスします。 

受付時間平日午前9時～午
後7時（面談は4時30分まで）
所在地北区北8西3エルプ
ラザ内 

予約受付時間 
平日午前9時～午後5時 
所在地中央区南1西11 
コンチネンタルビル8階 

�728-2121 �050-3383-5555

交渉で解決が困難な場合は 

法テラス札幌 

専門相談員による相談、弁
護士紹介（一定収入以下
の方は無料相談）を行います。 

交渉に向けたアドバイスは 

※これらは一般例であり、損傷の程度などで異なるケースがあります 

賃貸借契約に関するご相談はこちらへ 無料 

う
ん
！
今
ま
で 

い
ろ
い
ろ 

あ
っ
た
な
あ
… 

い
ま 

・時間の経過によって 
  生じた損傷 

・通常の使用によって 
  生じる程度の損傷 

・借り主の故意、 
  過失によって生じた損傷 

・通常の使用によって 
  生じる程度を超える損傷 

ど
ち
ら
が
負
担
す
る
か
で 

ト
ラ
ブ
ル
に
な
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、 

入
居
し
た
と
き
に
キ
ズ
の
有
無
を 

チ
ェ
ッ
ク
し
て
写
真
に 

残
す
こ
と
が
大
事
だ
よ 

ふ 

た
ん 

に
ゅ
う
き
ょ 

う 

む 

し
ゃ 

し
ん 

の
こ 

だ
い 

じ 
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