
②住宅確保要配慮者について



住宅確保要配慮者の定義

住宅に困窮する低額所得者
【参考】

公営住宅法の対象者

高齢者、障害者、外国人、子育て世
帯

あんしん賃貸支援事業の
対象者

低額所得者、被災者、高齢者、障害
者、子どもを育成する家庭その他住
宅の確保に特に配慮を要する者

住宅確保要配慮者に対
する賃貸住宅の供給の促
進に関する法律

低額所得者、被災者、高齢者、子ど
もを育成する家庭その他住宅の確保
に特に配慮を要する者

住生活基本法

各法律における住宅確保要配慮者の定義
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（１）高齢者の世帯数

 
65歳以上の
親族のいる
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●札幌市の一般世帯数（833,796世帯）のうち、65歳以上の親族のいる世帯は216,507世帯（26.0％）
となり、４世帯に１世帯が高齢者のいる世帯

●65歳以上の親族のいる世帯の内訳をみると、「高齢単身世帯」が28.4％、「高齢夫婦世帯」が32.3％
となっており、高齢単身世帯と高齢夫婦世帯で約６割を占める。

資料：平成17年国勢調査

Ⅰ．高齢者について

②－ ２



（２）世帯規模

資料：平成15年住宅・土地統計調査

Ⅰ．高齢者について

１人
26.8%

２人
42.6%

３人
15.8%

４人
6.7%

５人
4.9%

６人
2.4%

７人以上
0.8%

65歳以上の世帯員
のいる普通世帯

207,100世帯

●世帯規模は２人（42.6％）、１人（26.8％）の順に多い。

②－ ３



（３）世帯の年収
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

65歳以上の世帯員

がいる普通世帯

高齢夫婦世帯

75歳以上夫婦世帯

65歳以上夫婦世帯

75歳以上単身世帯

65歳以上の単身世帯

200万未満 200万～300万 300万～400万 400万～500万
500万～700万 700万～1000万 1000万円以上

総 数

55,400世帯

69,900世帯

65,500世帯

207,100世帯

24,000世帯

23,500世帯

●65歳以上単身世帯、75歳以上単身世帯では「200万円未満」の割合が約６割
●65歳以上夫婦世帯、高齢夫婦世帯、75歳以上夫婦世帯では「200万円未満」の割合が15～20％と

低い一方で、「200～400万円」の割合が約６割
●65歳以上の世帯員のいる世帯では「200万円未満」の世帯が25％

Ⅰ．高齢者について

②－ ４

資料：平成15年住宅・土地統計調査



（４）住宅の所有関係
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65歳以上単身世帯

持ち家 公営の借家 公団・公社の借家 民営借家 給与住宅単位：％

Ⅰ．高齢者について

●高齢者世帯（65歳以上の世帯員のいる世帯）のうち、持ち家は151,945世帯（73.7％）、民営借家は
38,595世帯（18.7％）となっている。

●65歳以上単身世帯の持ち家は29,000世帯（52.3%）、民営借家は19,145世帯（34.5％）となっており、
借家率が高い。 ②－ ５

資料：平成15年住宅・土地統計調査



（５）住宅の広さ
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資料：平成15年住宅・土地統計調査

Ⅰ．高齢者について

●単身世帯は50㎡未満の狭い住宅の割合が高い一方で、100㎡以上の広い住宅に住む割合も２割
以上いる。

●夫婦世帯、同居世帯と世帯規模が大きくなるにつれ、広い住宅に住む割合が高い。

②－ ６



（６）高齢化対応の状況

資料：平成15年住宅・土地統計調査
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うち持ち家（専用住宅） うち借家（専用住宅）

高齢者のいる主世帯が居住する住宅
持ち家総数：147,100
借家総数　：53,300

●高齢化対応の何らかの設備がある割合は、持ち家で56％、借家で26％
●要素別では手すりが最も多く、持ち家・借家とも浴室やトイレに多い。

Ⅰ．高齢者について
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（７）住宅の満足度
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資料：H15年住宅需要実態調査

●高齢者等への配慮で満足度が低い
●「居間など主たる居住室の採光」「広さ・間取り」「外部からの騒音などに対する遮音性」

は満足度が比較的高い。

Ⅰ．高齢者について
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（８）住居費負担
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資料：H15年住宅需要実態調査

●「生活必需品を切りつめるほど苦しい」世帯の割合が、単身世帯で高く、夫婦世帯では
低い。

Ⅰ．高齢者について

②－ ９



（９）住み替えの意向
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資料：H15年住宅需要実態調査

Ⅰ．高齢者について

●住み替えについて「さしあたり何も考えていない」が約８割を占める。
●住み替え意向がある中では、「ﾘﾌｫｰﾑを行う」「家を購入する」が多い。

②－ １０



 

一般世帯総数
833,796世帯

18歳未満

親族のいる
一般世帯

21.5%
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夫婦と子供から成る
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●札幌市の一般世帯数（833,796世帯）のうち、18歳未満親族のいる一般世帯数は178,913世帯で
あり、札幌市の一般世帯総数の21.5％を占めている

●このうち、「夫婦と子供から成る世帯」は135,248世帯（75.6％）

（１）子育て世帯の世帯数

資料：平成17年国勢調査

Ⅱ．子育て世帯について

②－ １１



（２）世帯規模
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資料：平成15年住宅・土地統計調査

●長子６歳未満では３人以下の世帯が多く、６歳以上では４人、５人世帯が多い。

Ⅱ．子育て世帯について

②－ １２



（３）世帯の年収

6.7%

9.4%

7.8%

7.9%

8.1%

12.2%

9.5%

9.4%

7.1%

12.5%

9.6%

23.7%

9.6%

9.7%

15.1%

22.7%

15.4%

20.5%

12.2%

13.6%

18.3%

20.3%

16.9%

23.2%

23.3%

26.3%

28.4%

22.8%

25.3%

10.5%

27.4%

24.3%

17.8%

10.3%

18.5%

7.1%

6.0%

4.1%

4.7%

7.8%
2.6%

2.9%

1.0%

0.3%

1.0%

0.7%

2.0%

0.3%

0.5%

0.3%

0.4%

0.4%

1.0%

0.2%

0.2%

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

3歳 未満の子ど もがいる世 帯

長 子の年齢が 15歳～1 7歳

長 子の年齢が 12歳～1 4歳

長 子の年齢 が6歳～1 1歳
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2000万 円 以 上 不 詳 対 象 外

単位：％

資料：平成15年住宅・土地統計調査

Ⅱ．子育て世帯について

●500～700万円、700～1,000万円の割合が多く、長子６歳未満で400万円未満の世
帯が多い。

②－ １３



（４）住宅の所有関係

資料：平成15年住宅・土地統計調査

●全体では持ち家（49.5％）、民営借家（37.4％）の割合が高く、長子６歳未満では民営借家、
６歳以上では持ち家の割合が高い。

Ⅱ．子育て世帯について

②－ １４
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長子の年齢が12歳～14 歳

長子の年齢が15歳～17 歳

3 歳未満の子どもがいる世帯

持ち家 公営の借家 公団・公社の借家 民営借家 給与住宅 その他 不詳単位：％



（５）住宅の広さ

22.0%

9.7%

11.4%

12.9%

24.6%

15.5%

33.3%

17.9%

18.9%

22.5%

33.9%

24.4%

23.2%

28.3%

29.5%

32.2%

21.3%

27.7%

14.4%

31.7%

28.9%

23.5%

13.6%

23.1%

4.6%

11.5%

10.3%

7.4%

7.6%
1.7%

2.8%

1.5%

0.9%

0.9%

2.4%

3.7%

0.2%

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

3歳未満の子どもがいる世帯

長子の年齢が15歳～17歳

長子の年齢が12歳～14歳

長子の年齢が6歳～11歳

長子の年齢が6歳未満

子どものいる世帯

29 ㎡ 以 下 3 0～ 49㎡ 5 0～ 69㎡ 70～ 99 ㎡

100 ～ 149㎡ 1 50㎡ 以 上 不 詳 対 象 外

単位：％

資料：平成15年住宅・土地統計調査

●６歳未満の世帯では50㎡未満の狭小住宅が27％を占める。
●長子年齢が高くなるほど、広い面積の住宅に住む世帯の割合が高い。

Ⅱ．子育て世帯について

②－ １５



（６）高齢化対応

8.9%

7.4%

13.1%

30.2%

39.0%

24.2%

91.1%

92.6%

86.9%

69.8%

61.0%

75.7%

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

給与 住宅

民営 借家

公団 ・公社の 借家

公営の 借家

持 ち家

子ど ものいる 世帯

該当する 該当しない 不詳 対象外単位：％

※手すり2ヵ所以上または、段差のない屋内に対応する割合

●全体的に持ち家、公営借家の整備率が高く、民営借家の整備率が低い。

Ⅱ．子育て世帯について

資料：平成15年住宅・土地統計調査

②－ １６



●「高齢者への配慮（32.1％）」「省エネルギー対応（30.7％）」「収納（42.0％）」「換気性能
　　（43.5％）」などの住宅性能と収納スペースについて満足度が低い。
●子育てに重要な「広さ・間取り（53.0％）」「騒音（52.1％）」は満足度が比較的高い。

（７）住宅の満足度について

15.2%

26.5%

6.1%

5.9%

14.2%

10.4%

9.3%

5.3%

8.5%

10.7%

15.2%

19.0%

36.9%

44.6%

30.7%

26.0%

34.8%

37.2%

45.7%

37.5%

39.3%

44.7%

36.2%

26.8%

34.0%

29.5%

20.1%

40.5%

37.5%

33.6%

31.2%

32.9%

36.5%

42.1%

35.9%

37.6%

35.0%

38.5%

18.2%

8.6%

15.8%

29.0%

24.1%

17.2%

10.8%

16.5%

13.1%

10.3%

14.8%

22.7%

8.2%

1.4%

1.6%

12.8%

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%

0.2%

0.6%

0.6%

0.2%

0.2%

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

外部から の騒音など に対する 遮音性

居 間など主 たる居住室 の採光

換 気性能

高齢者等へ の配慮

冷暖 房の費用負 担などの 省エネルギ ー対応

住宅 の断熱性や 気密性

住 宅の維持 や管理のし やすさ

住宅 のいたみの 少なさ

住宅の 防犯性

火災 時の避難の 安全性

地震 ・台風時の 安全性

収納ス ペース

住宅 の広さ・ 間取り

満足

している

まあ満足

している

多少不満

がある

非常に不満

がある

不明単位： ％

Ⅱ．子育て世帯について

資料：平成15年住宅需要実態調査

②－ １７



●住居費の負担が「生活必需品を切りつめるほど苦しい」世帯が、幼児期である６歳未満の

　世帯（14.0％）と学費がかかる15～17歳の世帯（15.0％）となり、住居費の負担感が高い。

（８）住居費負担

7.7%

15.0%

8.2%

9.1%

14.0%

11.5%

43.8%

49.5%

53.0%

51.8%

49.3%

50.9%

28.1%

12.7%

14.0%

18.2%

19.4%

16.6%

13.6%

20.5%

18.2%

16.7%

12.8%

16.7%

6.8%

6.5%

4.2%

4.4%

4.3%

2.3%

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

３歳未満の子どもがいる世帯

長子の年齢が1 5～17 歳

長子の年齢が1 2～14 歳

長子の年齢が6～11 歳

長子の年齢が6歳未満

子どものいる世帯

生 活 必 需 品

を 切 り つ め る

ほ ど 苦 し い

ぜ い た く は

で き な い が 、

何 と か や っ て

い け る

ぜ い た く を

多 少 が ま ん

し て い る

家 計 に あ ま り

影 響 は な い

不 明単位：％

Ⅱ．子育て世帯について

資料：平成15年住宅需要実態調査

②－ １８



（９）住み替えの意向

7.1% 20.9%

5.7%

16.8%

14.4%

11.0%

6.3%

11.7%

4.7%

12.7%

7.5%

5.0%

15.5%

11.8%

8.3%

8.1%

62.6%

76.6%

70.2%

62.8%

69.3%

68.8%
3.6%

1.7%

1.4%

1.4%2.1%

0.9%

0.8%

1.8%

3.1%

1.3%

1.1%

0.6%

2.0%

0.4%

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

３歳未満の子どもがいる世帯

長子の年齢が1 5～1 7歳

長子の年齢が1 2～1 4歳

長子の年齢が6～1 1歳

長子の年齢が6歳未満

子どものいる世帯

家 を 新 築 す る 家 を 購 入 す る

家 を 借 り る 家 を 建 て 替 え る

リ フ ォ ー ム (増 改 築 、 模 様 替 え 、 修 繕 等 )を 行 う 　 　 家 を 譲 り 受 け る 又 は 同 居 す る

家 を 建 て る た め に さ し 当 た り 土 地 だ け 購 入 す る 今 の 家 の 敷 地 (借 地 )を 買 い 取 る

さ し あ た り 何 も 考 え て い な い 不 明

単位：％

●子どもの年齢が低い長子６歳未満の世帯は、「新築（3.6％）、購入（14.4％）、借りる（12.7％）」
　　が多く、年齢が高くなるほど「リフォーム（長子15～17歳で15.5％）」が多い

資料：平成15年住宅需要実態調査

Ⅱ．子育て世帯について

②－ １９



（１）低所得者の世帯数と世帯の年収

 

200万円
未満

200～300

万円未満

300～400
万円未満

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1

29.6%

30.8%

39.6%

普通世帯総数
772,150世帯

低額所得世帯
（400万円未満）

     52.3%

●１年間の収入が「400万円未満」である低額所得世帯は404,210世帯（普通世帯総数の52.3％）
●そのうち、「200万円未満」の世帯は、160,000世帯（低額所得世帯の39.6％）

Ⅲ．低額所得者について

②－ ２０

資料：平成15年住宅・土地統計調査



●低額所得者全体（年間収入400万円未満）では、1人世帯（49.4％）が最も多い。

●年間収入200万円未満では１人世帯が70.0％を占める。

（２）世帯規模

28.2%

43.3%

70.0%

49.4%

37.9%

34.8%

20.2%

29.9%

18.7%

13.9%

6.8%

12.5%

11.5%

5.8%

6.1%

2.2%

2.9%

1.7%

0.6%

1.6%

0.6%

0.4%

0.1%

0.3%

0.2%

0.1%

0.1%

0.1%

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

年間収入3 00～

 4 00 万円未満

年間収入2 00～

 3 00 万円未満

年間収入20 0万円未満

年間収入40 0万円未満

1 人 2人 3 人 4 人 5人 6 人 7 人以上 不詳単位：％

Ⅲ．低額所得者について

資料：平成15年住宅・土地統計調査

②－ ２１



●低所得者全体では、民営借家が54.5％、持ち家が35.6％を占める。

●持ち家率は、収入階層が上がるほど高くなっている。　

（３）住宅の所有関係

47.2%

40.1%

23.5%

35.6%

4.0%

5.5%

9.1%

6.5%

44.7%

50.1%

65.2%

54.5%
1.7%

1.5%

1.9%

1.7% 2.4%

2.4%

0.7%

1.8%

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

年間収入300 ～4 00 万円未満

年間収入200 ～3 00 万円未満

年間収入200万円未満

年間収入400万円未満

持ち家 公営の借家 公団・公社の借家 民営借家 給与住宅単位：％

資料：平成15年住宅・土地統計調査

Ⅲ．低額所得者について

②－ ２２



●50㎡未満の狭小住宅が半数程度を占めており、特に収入200万円未満の世帯で約６割を　
　占めている。

（４）住宅の広さ

15.7%

31.9%

20.1%

22.1%

26.4%

29.9%

26.5%

20.9%

18.4%

15.7%

18.0%

21.6%

18.8%

11.3%

16.7%

19.7%

14.9%

8.1%

13.6%

6.9%

5.9%

5.1%

8.9%

3.1%

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

年間収入300～400万円未満

年間収入200～300万円未満

年間収入200万円未満

年間収入400万円未満

29㎡以下 30 ～49 ㎡ 5 0～6 9㎡ 70 ～99㎡

100 ～14 9㎡ 15 0㎡以上 不詳 対象外

単位：％

資料：平成15年住宅・土地統計調査

Ⅲ．低額所得者について

②－ ２３



（５）住宅の満足度

9.2%

15.3%

4.6%

7.8%

8.4%

8.8%

7.8%

7.1%

6.4%

7.0%

13.8%

20.7%

37.7%

42.4%

39.9%

23.1%

36.9%

42.3%

52.0%

42.7%

37.2%

43.2%

43.2%

28.4%

40.6%

31.7%

25.7%

36.9%

43.8%

33.0%

32.8%

29.9%

33.4%

39.5%

37.6%

33.0%

37.9%

31.0%

19.7%

15.6%

14.2%

27.1%

21.0%

14.4%

7.3%

14.2%

14.9%

11.2%

15.3%

18.6%

6.8%

8.0%

1.4%

1.3%

1.7%

1.1%

1.0%

2.1%

2.1%

1.8%

1.3%

1.5%

1.5%

1.3%

0.9%

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

外部からの騒音などに対する遮音性

居間など主たる居住室の採光

換気性能

高齢者等への配慮

冷暖房の費用負担などの省エネルギー対応

住宅の断熱性や気密性

住宅の維持や管理のしやすさ

住宅のいたみの少なさ

住宅の防犯性

火災時の避難の安全性

地震・台風時の安全性

収納スペース

住宅の広さ・間取り

満足

している

まあ満足

している

多少不満

がある

非常に不満

がある

不明単位：％

●「住宅の維持管理（60.8％）」、「居住室の採光（57.7％）」、「広さや間取り（61.3％）」について満
　　足度が高い。
●「高齢者への配慮（27.7％）」、「収納（42.2％）」、「住宅の防犯性（44.3％）」、「省エネルギー対
　　応（44.7％）」、などの住宅性能と収納スペース、防犯性について満足度が低い。

Ⅲ．低額所得者について

資料：平成15年住宅需要実態調査

②－ ２４



（６）家賃の負担感

7.1%

6.5%

20.8%

12.7%

38.4%

39.1%

49.5%

43.3%

18.4%

18.5%

10.9%

15.3%

29.8%

27.5%

16.7%

23.6%

6.2%

8.4%

5.1%
2.2%

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

年間収入3 00～

 4 00 万円未満

年間収入2 00～

 3 00 万円未満

年間収入20 0万円未満

年間収入40 0万円未満

生活必需品

を切りつめる

ほど苦しい

ぜいたくは

できないが、

何とかやって

いける

ぜいたくを

多少がまん

している

家計にあまり

影響はない

不明単位：％

●住居費の負担に関しては、「生活必需品を切りつめるほど苦しい」が12.7％と約1割
●年間収入200万円未満で「生活必需品を切りつめるほど苦しい」という割合が20.8%と住居費　
　の負担感が高い

資料：平成15年住宅需要実態調査

Ⅲ．低額所得者について

②－ ２５



（１）世帯数

●平成19年度の生活保護世帯数（１ヶ月平均）は、全体の35,467世帯となっており、全体の4.1％
を占めている

生活保護世帯数

35,467世帯

4.1%

総世帯数

866,566世帯

資料：「札幌市統計書」平成20年版

Ⅳ．生活保護世帯について

②－ ２６



（２）世帯数と割合の推移（H14～19年度）

●生活保護世帯数は増加傾向にあり、平成19年度では35,467世帯（4.1％）となっている

28,191
30,317 32,048 33,460 34,465 35,467

4.1%4.0%4.0%3.9%3.7%3.5%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

平成14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度

0%

1%

2%

3%

4%

5%

１か月平均実世帯数 総世帯数に占める割合

（世帯）

資料：「札幌市統計書」平成20年版

Ⅳ．生活保護世帯について

②－ ２７



（３）世帯数と割合の政令市比較（H19年度）

●札幌市の実世帯数(35,467世帯)は大阪市、横浜市についで３番目、総世帯数に占める割合
（4.1％）は大阪市、神戸市についで３番目となっている。

資料：「大都市比較統計年表」平成19年

35,467

8,615
17,394

4,001

26,366

13,588

27,464

12,824 10,801
19,118

21,576

86,214

7,901 7,569 5,627
37,122

2,815

2.6% 2.6% 2.8%

4.2%

2.4%
2.8%

2.2%
1.6%1.8% 1.9%

1.5%

4.1%

6.8%

4.0%

2.2%

0.9%

4.1%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

札
幌
市

仙
台
市

さ

い
た
ま
市

千
葉
市

川
崎
市

横
浜
市

新
潟
市

静
岡
市

浜
松
市

名
古
屋
市

京
都
市

大
阪
市

堺
市

神
戸
市

広
島
市

北
九
州
市

福
岡
市

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

生活保護法による実世帯数 総世帯数に占める割合
(世帯)

Ⅳ．生活保護世帯について

②－ ２８



 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

知的障がい者

10.1%

精神障がい者

9.9%

身体障がい者

80.0%

障がい者数

4.9%

総人口
1,880,863人

●障がい者数は合計で92,125人（うち身体障がい者73,659人、知的障がい者9,300人、精神障がい者
9,166人）であり人口比では4.9％

（１）障がい者数

Ⅴ．障がい者世帯について

②－ ２９

資料：「札幌市統計書」平成18年版



資料：札幌市保健福祉局「平成14年保健福祉に関するアンケート調査」

●障がい者のいる世帯の年間収入は、400万円未満が半数以上を占めている。
●最も多い年収額は、100～200万円、200～300万円となっている。
●100万円未満の世帯も8％みられる。

19.3% 6.6% 0.6% 14.1%8.0% 16.3% 14.5% 9.6% 9.1%
1.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

障がい者
の収入

100万円
未満

100～200
万円未満

200～300
万円未満

300～400
万円未満

400～500
万円未満

500～700
万円未満

700～1,000
万円未満

1,000～1,500
万円未満

1,500万円
以上

無回答

（２）世帯の年収

Ⅴ．障がい者世帯について

②－ ３０

（世帯）



（３）障がい者の住宅種別

資料：札幌市保健福祉局「平成14年保健福祉に関するアンケート調査」

●障がい者の住まいは、持ち家（一戸建て）が45.7％と最も多く、続いて民間賃貸住宅が18.9％となっ
ている。

●その他、持ち家（マンション）と公営住宅が約１割程度みられる。

18.9% 3.5%45.7% 13.2% 10.2% 3.1%
3.0% 2.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

障がい者
の住まい

持ち家（一戸建て） 持ち家（マンション） 民間賃貸住宅

公営住宅（道営、市営住宅） その他 病院に入院中

福祉施設に入所中 無回答

Ⅴ．障がい者世帯について

②－ ３１



16.0% 16.5%

4.8%

15.4% 13.9%

2.4%
0.3%

17.6%

27.0%

4.5%

35.2%

8.5%
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か
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立
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冬
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の
除
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に
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の
他

特

に
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無
回
答

（４）住まいの問題点

Ⅴ．障がい者世帯について

資料：札幌市保健福祉局「平成14年保健福祉に関するアンケート調査」

②－ ３２



（１）世帯数

●札幌市の全世帯数（833,796世帯）のうち、ひとり親の世帯数は17,629世帯であり、札幌市の一般
世帯総数の2.1％を占めている

●このうち、「母子世帯」は16,121世帯でひとり親世帯の約９割を占め、その他「父子世帯」は1,508世
帯となっている

Ⅵ．ひとり親世帯について

資料：札幌市母子家庭等自立促進計画（平成20年度～平成24年度）

②－ ３３



（２）世帯の年収

●母子家庭では、年収400万円未満の低額所得世帯が約９割を占めている。
●さらに、年収200万円未満の低額所得世帯が約半数となっており、150～200万円未満の世帯の割

合が約３割と比較的多い

資料：札幌市母子家庭等自立促進計画（平成20年度～平成24年度）

Ⅵ．ひとり親世帯について

②－ ３４



（３）住宅種別

●母子家庭は民間の借家が約６割と最も多く、続いて両親との同居が14.8％、公営住宅が12.3％と
なっている。

●父子家庭では、持ち家が約６割と最も多く、続いて両親との同居が18.1％、借家が11.1％となって
いる。

資料：札幌市母子家庭等自立促進計画（平成20年度～平成24年度）

Ⅵ．ひとり親世帯について

②－ ３５



転居したいと考えて

いる, 25.0

転居したいと考えて

いる, 48.9

転居は考えていない,

73.8

転居は考えていない,

49.1

無回答・不明, 1.2

無回答・不明, 2.0

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

寡婦

母子

（４）転居希望先

借家・アパート・賃貸マ
ンション, 20.6

公営（道・市・雇用促進）
住宅, 50.8

公営（道・市・雇用促進）

住宅, 57.4
その他, 0.8

持ち家（一戸建・分譲マ

ンション等）, 12.7

持ち家（一戸建・分譲マ
ンション等）, 6.4 借家・アパート・賃貸マ

ンション, 34.0

両親などの家に同居,
1.2

両親などの家に同居,

3.2

その他, 11.1

無回答・不明, 0.2

無回答・不明, 1.6

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

寡婦

母子

図　ひとり親世帯の転居希望の有無

図　ひとり親世帯の転居先の希望住居

資料：札幌市母子家庭等自立促進計画（平成20年度～平成24年度）

Ⅵ．ひとり親世帯について

②－ ３６



外国人の世帯数

 
外国人の

いる世帯

 0.5%

一般世帯数

833,796世帯

 

32.3%

64.0%
2.4%

1.3%

外国人
のみの
世帯

2,402世帯

核家族世帯

その他の親族世帯

非親族世帯

単独世帯

 

10.8%

4.0%

85.2%

外国人と
日本人が
いる世帯

1,784世帯

核家族世帯

その他の親族世帯

非親族世帯

●外国人のいる世帯は、4,186世帯（総世帯数の0.5％）
●外国人のみ世帯は、「単独世帯」が1,537世帯（64.2％）と最も高く、ついで「核家族世帯」（775世帯、

32.3％）
●外国人と日本人がいる世帯は、「核家族世帯」が1,520世帯（85.2％）と最も高く、ついで「その他親

族世帯」（193世帯、10.8％）

Ⅶ．外国人世帯について

資料：平成17年国勢調査

②－ ３７



（１）ＤＶ相談件数

Ⅷ．ＤＶ被害者について

1,870

2,350

2,733

3,468

4,051

4,5434,756

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

H１２年度 H１３年度 H１４年度 H１５年度 H１６年度 H１7年度 H１8年度

（件）

相談件数：法務局人権ホットライン、道立女性相談援助センター、札
幌市各区母子・婦人相談、民間シェルター、道被害者相談室、道家庭
生活総合カウンセリングセンター、道マリッジ・カウンセリングセン
ター、北海道警察、（札幌方面分）札幌市男女共同参画センター、札
幌市配偶者暴力相kセンターの相談件数の合計

●札幌市でのＤＶ被害に関する相談件数は、平成12年度の1,870件から平成18年度に
　　は4,573件と、４年間で２倍以上に増加している。

資料：「札幌市男女共同参画プラン年次報告」
各年度・札幌市男女共同参画課

②－ ３８



118
109

97

125

101

130 132

0

20

40

60

80

100

120

140

H１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １7年度 １8年度

（件）

（２）ＤＶの緊急一時保護総数

Ⅷ．ＤＶ被害者について

保護総数：道立女性相談援助センター、札幌市緊急一

時保護施設、民間シェルターの一時保護件数合計のう
ち、札幌市居住者関係分

資料：「札幌市男女共同参画プラン年次報告」
各年度・札幌市男女共同参画課

●平成18年度は101件であり、過去７年間は概ね100～130件前後で推移している。

②－ ３９
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平成15年 平成19年 平成20年 平成21年

（単位：人）

　ホームレス数の推移と政令都市間比較

Ⅸ．ホームレスについて

3,105

99 124 120 72

697 691

24 56 85
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335
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州

市

福

岡
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（単位：人）

●札幌市のホームレスは平成21年99人で、他の政令都市に比較すると多くはない。

資料：厚生労働省「ホームレスの実態に関する全国調査」

②－ ４０

図　札幌市内のホームレス数の推移

図　ホームレス数の政令指定都市比較（平成21年）



完全失業者数と完全失業率の推移

Ⅹ．（参考）完全失業者数について

66,258

51,303

15,825

9,586

21,773

38,346
33,771

47,723

2.0%

2.7%
3.3%

5.2%

4.1%

5.7%

7.3%

5.3%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

昭和45年 50年 55年 60年 平成２年 ７年 12年 17年

0%

2%

4%

6%

8%

完全失業者数 労働力人口に占める割合

（人） （労働力人口に占める割合）

資料：各年国勢調査

●札幌市の平成17年の完全失業者数は66,258人、労働力人口に対する割合である完全

　　失業率は7.3％。

●昭和45年からの推移でみると、完全失業者数、完全失業率ともに増加傾向。

②－ ４１



民間賃貸住宅の入居拒否の状況(全国）

全国的には、入居者の限定が
行われている。

特に、家賃支払いや、習慣・言
葉・事故発生に対する不安を
理由に

「外国人」「高齢者」等の入居
を制限している例が多い。

資料：国土交通省資料より

ⅩⅠ．入居拒否の状況

②－ ４２



ⅩⅡ．住宅要配慮者への支援制度

（１）市内の公的賃貸住宅等の管理戸数

●市営住宅のほか、公的賃貸住宅等として供給されている住宅は、都市再生機構が6,399戸と最も
多く、その他、道営住宅が5,648戸、雇用促進住宅が2,592戸となっている。

②－ ４３

802 147

5,648 6,399

2,592

27,581

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

市営住宅 特定優良
賃貸住宅

高齢者向け
優良賃貸

住宅

道営住宅 都市再生
機構

雇用促進
住宅

管
理

戸
数

（
戸

）

資料：札幌市調べ（H21）



ⅩⅡ．住宅要配慮者への支援制度

（２）公的賃貸住宅の種類

都市再生機構が管理運営する賃貸
住宅（所得の下限あり）

都市再生機構

（ＵＲ住宅）

独立行政法人雇用・能力開発機構が
管理運営する勤労者向け住宅

【参考】雇用促進住宅

中堅所得者向けの公的な賃貸住宅
（家賃補助あり）

特定優良賃貸住宅

高齢者向けにバリアフリー化された公
的な賃貸住宅（家賃補助あり）

高齢者向け

優良賃貸住宅

道又は市が管理運営する低所得者
向け賃貸住宅

公営住宅

（道営、市営）

内　　容種　類

②－ ４４



ⅩⅡ．住宅要配慮者への支援制度

（３）その他の支援制度①

高齢者、障がい者、外国人及び子育
て世帯の民間賃貸住宅への入居を
支援する事業

あんしん賃貸支援事業

「高齢者円滑入居賃貸住宅」のうち、
専ら高齢者を賃借人とする賃貸住宅

高齢者専用賃貸住宅

高齢者であることを理由に入居を拒
まない賃貸住宅として、指定機関（北
海道建築指導センター）に登録され
ている住宅

高齢者円滑入居

賃貸住宅

内　　容種　類

②－ ４５



介護保険で要支援、要介護と認定されて
いる方が、現に居住している住宅の小規
模な改修を行った場合、改修費の9割が
償還される。

介護保険

住宅改修費支給

高齢の方や障がいのある方のために、
専用居室の増改築、浴室・トイレの改造
等をする場合に必要な資金の一部を無
利子で融資する。

札幌市住宅

資金融資制度

賃貸契約による一般住宅への入居を希
望しているが、保証人がいないなどの理
由により入居が困難な方の支援を行う。

障がい者

居住サポート事業

内　　容種　類

ⅩⅡ．住宅要配慮者への支援制度

②－ ４６

（３）その他の支援制度②


