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住宅及び住環境をとりまく現状と動向の把握 

 

本市の住宅及び住環境をとりまく現状と動向について、第三次住宅マスタープラン（改訂版）

に掲載されている内容に加え、本市の特徴を顕著に表す図表によって把握した。 

住宅及び住環境を把握するための基幹統計として住宅・土地統計調査がある。第１回策定委員

会時点では平成 25 年調査結果に基づいて報告し、平成 30 年住宅・土地統計調査結果の公表後、

追加報告を行う。 

 

A：改訂版にあり、B：新規追加 

・：改訂版のまま、○：最新データに更新済、◎：今後最新データに更新 

水色：第１回策定委員会において説明する項目（案） 

分類 タイトル 資料 時点 

（１）人口・世帯の動向 

A○ ①人口・世帯数の推移 住民基本台帳人口、各年 4 月 1日 H31 

A○ ②人口の将来予測 武蔵野市の将来人口推計 H26.9 

A・ ③老年人口・年少人口の状況 国勢調査(東京市部) H27 

A・ ④年齢階級別人口の変化 国勢調査（平成 12～27年） H27 

A・ ⑤大規模開発における転入者の状況 武蔵野市資料 H27 

A・ ⑥ファミリー世帯と単身世帯の状況 国勢調査(東京市部) H27 

B○ ⑦別高齢者のみ世帯比率と持ち家率の

関係 

国勢調査 H27 

B○ ⑧子育て世帯の分布状況 国勢調査 H27 

（２）住宅ストックの動向 

A◎ ①住宅数の推移 住宅・土地統計調査 H25 

A◎ ②所有関係別住宅数の推移 住宅・土地統計調査(東京市部および隣

接区） 

H25 

A◎ ③建て方別住宅数・棟数の推移 住宅・土地統計調査 H25 

A◎ ④建築時期別住宅数の推移 住宅・土地統計調査 H25 

B○ ⑤分譲マンションの戸数・棟数の推移 武蔵野市マンション実態調査 H25.3 

A○ ⑥住宅の耐震化率 武蔵野市耐震改修促進計画 H30 

A◎ ⑦高齢者等のための設備のある住宅の

状況 

住宅・土地統計調査 H25 

B○ ⑧戸建て空き家の分布と物的状況等 空き家等実態調査＜戸建編＞ H29 

（３）住宅供給と住宅価格・資料 

A○ ①新設着工住宅数の推移 建設統計年報 H29 

A○ ②新設着工住宅の平均床面積の推移 建設統計年報 H29 

A○ ③住宅地価の推移 多摩地域データブック／財団法人東京

市町村自治調査 

H30 

資料７ 
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B◎ ④借家及び民営借家の家賃 住宅・土地統計調査 H25 

（４）世帯類型と住宅事情 

A○ 

A◎ 

①高齢者のみ世帯の居住状況 国勢調査 

住宅・土地統計調査 

H27 

H25 

A◎ ②高齢者のいる世帯の居住状況 住宅・土地統計調査 H25 

A○ 

A◎ 

③ファミリー世帯の居住状況 国勢調査 

住宅・土地統計調査 

H27 

H25 

B◎ ④所有関係・世帯人員別の延べ面積の

状況 

住宅・土地統計調査（東京都特別集計） H25 

B◎ ⑤持ち家の家族型・世帯年収別世帯数 住宅・土地統計調査 H25 

B◎ ⑥借家の世帯型・月額家賃別世帯数 住宅・土地統計調査 H25 

B○ ⑦分譲マンション居住者の年齢と居住

年数 

マンション実態調査報告書 H25.3 

（５）市営住宅等 

A・ ①公営住宅等の位置 武蔵野市資料 H26 

B○ ②公営住宅等の応募状況等（H21～30） 武蔵野市資料 H30 

（６）住宅・住環境に関する評価と意向 

B○ ①住宅政策に対するニーズ 武蔵野市市民意識調査報告書 H30 

B○ ②生活環境の評価 武蔵野市市民意識調査報告書 H30 

B○ ③定住意向と転出意向の状況 武蔵野市市民意識調査報告書 H30 
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（１）人口・世帯の動向 

①人口・世帯数の推移 

・平成 31（2019）年４月時点の人口は 146,645 人・77,111 世帯となっている。平成 12～31 年の

20 年間で、人口は約１割、世帯数は約２割増加している。 

・１世帯あたりの人員は、平成 12～31年の 20年間で減少傾向である。 

■人口・世帯数の推移 

 
資料：武蔵野市資料 

②人口の将来予測 

・平成 30年調査によると、本市の人口は平成 60（2048）年まで増加すると推計されている。 

■人口の将来予測 

 

資料：武蔵野市資料  
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③老年人口・年少人口の状況 

・本市の老年人口比率は 11.2％、年少人口比率は 21.3％である。東京市部間で比較すると、本市

は年少人口比率が他市よりも高く、老年人口比率は他市より低い状況である。 

■老年人口・年少人口の比率（東京市部比較） 

 

資料：国勢調査 
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④年齢階級別人口の変化（H12～27） 

・平成 12～27年の 15年間の年齢階級別人口をみると、20歳代は大きく減少、40歳代は大きく増

加している。60歳代以上の高齢者はいずれの年齢階級でも増加している。 

・同一年齢階級の５年間・10年間の増減を把握するため、５歳階級別に５年ごとの人口の変化を

みると、平成 12年に 20歳代の階級はその後の 15年間で増加しており、平成 12年に 30歳代の

階級は減少していることがわかる。一般に 30歳代の自然減（死亡等）は少ないことから、この

年齢層が社会減（転出超過）となっているものと考えられる。 

■年齢階級別人口の変化 

 

 

薄緑：５年前と比較し増加、薄灰：５年前と比較し 500人以上減少 

資料：国勢調査  
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⑤大規模開発における転入者の状況 

・近年の大規模開発に伴う転入者は 0～4 歳と 30 歳代が多く、これは若年ファミリー世帯と考え

られる。従って、大規模開発ではファミリー向け住宅が多数供給されていると言える。 

・前項で 30 歳代の減少が明らかとなったことを考慮すると、本市では、30 歳代は転入を上回る

転出が起こっていると言える。 

■大規模開発における転入者の年齢構造 

 

資料：武蔵野市資料 

⑥ファミリー世帯と単身世帯の状況 

・本市のファミリー世帯比率は 54.1％、単身世帯比率は 49.5％である。東京市部間で比較すると、

本市は単身世帯比率が市部で最も高く、ファミリー世帯比率は他市より低い状況である。 

■ファミリー世帯と単身世帯の比率 

 
資料：国勢調査 
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⑦高齢者のみ世帯比率と持ち家率の関係 

・鉄道駅より比較的離れた市境付近の桜堤３丁目、八幡町３～４丁目、吉祥寺北町３～５丁目等

において、高齢者のみ世帯（高齢単身、高齢夫婦のみ）比率及び持ち家率が高い傾向がある。 

■町丁目別高齢者のみ世帯比率及び持ち家率 

 

資料：平成 27年国勢調査 
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⑧子育て世帯の分布状況 

・18歳未満のいる世帯率は、市境付近で高くＪＲ沿線付近は低い傾向がある。八幡町２丁目は特

に高く、18歳未満のいる世帯率が 60％となっている。 

■町丁目別 18歳未満のいる世帯比率 

 
資料：平成 27年国勢調査 
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（２）住宅ストックの動向 

①住宅数の推移 

・本市の住宅総数は 82,930 戸であり、30年前との比較では○％増、直近の 10年間では○％の増

加となっている。 

・居住世帯なしのうち空き家は 11,670 戸であり、これは住宅総数の 14.1％を占める。また、平

成 20年と比較すると大幅に増加している。（ただし、平成 29年実施の悉皆調査では、空き家率

5.8％であり、乖離が大きい。） 

■住宅総数の推移 

 

資料：住宅・土地統計調査 

【住宅・土地統計調査における空き家の定義】 

○一時現在者のみの住宅 
昼間だけ使用している，何人かの人が交代で寝泊まりしているなど，そこにふだん居住している者が一人
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○空き家 
・二次的住宅 

別荘 ：週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される住宅で，ふだんは人が住んでいない住
宅 
その他：ふだん住んでいる住宅とは別に，残業で遅くなったときに寝泊まりするなど，たまに寝泊まりし

ている人がいる住宅 
・賃貸用の住宅：新築・中古を問わず，賃貸のために空き家になっている住宅 
・売却用の住宅：新築・中古を問わず，売却のために空き家になっている住宅 
・その他の住宅：上記以外の人が住んでいない住宅で，例えば，転勤・入院などのため居住世帯が長期にわた

って不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など 
（注：空き家の区分の判断が困難な住宅を含む。） 

・建築中の住宅：住宅として建築中のもので，棟上げは終わっているが，戸締まりができるまでにはなってい
ないもの（鉄筋コンクリートの場合は，外壁が出来上がったもの）。なお，戸締まりができる
程度になっている場合は，内装が完了していなくても，「空き家」とした。また，建築中の住
宅でも，ふだん人が居住している場合には，建築中とはせずに人が居住している住宅とした。 
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②所有関係別住宅数の推移 

・本市の所有関係別比率をみると、持ち家は 42.2％、借家は 50.7％となっている。 

・借家の内訳をみるとほとんどが民営借家であり、全体に占める比率は 42.3％である。 

・平成 10年まで給与住宅が７～10％を占めていたが、平成 15年時に大きく減少し、平成 25年で

は３％を下回っている。 

・持ち家と民営借家の比率を東京市部及び隣接の杉並区・練馬区と比較すると、本市は持ち家比

率が市部では最も低く、民営借家率は他市より高く隣接区部に近い状況である。 

■所有関係別住宅数の推移 

 

■持ち家比率と民営借家比率の関係 

 

資料：住宅・土地統計調査  

19,970

(36.4%)

20,880 

(34.9%)

21,950

(35.3%)

23,980

(38.3%)
27,440

(40.0%)

29,570

(42.2%) 

1,150 

(2.1%)

1,590

(2.7%)

2,330

(3.7%)

2,450

(3.9%)

2,230

(3.3%)

2,100

(3.0%) 

2,740

(5.0%)

2,040

(3.4%)

870

(1.4%)

1,290

(2.1%)

2,130

(3.1%)

1,970

(2.8%) 
25,250 

(46.0%)
28,370

(47.4%) 

30,310

(48.7%)

28,980

(46.2%)

28,940

(42.2%)

29,640

(42.3%) 

4,350

(7.9%)

6,160

(10.3%)

4,610 

(7.4%)

2,990

(4.8%)

2,620

(3.8%)

1,870

(2.7%) 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

昭和63年 平成５年 平成10年 平成15年 平成20年 平成25年

（戸）

給与住宅

民営借家

公団 

公社借家

公営借家

持ち家

資料：住宅 土地統計調査(5年ごと10月1日)
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民営借家 42.1％
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③建て方別住宅数・棟数の推移 

・住宅戸数（居住世帯あり）の 70,760戸のうち、一戸建ては 25.1％と少なく、共同住宅が 70.7％

と大部分を占める。経年的にその比率の大きな変化はない。 

・棟数ベースでみても同程度の比率である。 

■建て方別住宅数の推移 

 

■建て方別住棟数の推移 

 

資料：住宅・土地統計調査  
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資料：住宅 土地統計調査(5年ごと10月1日)
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資料：住宅 土地統計調査(5年ごと10月1日)
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④建築時期別住宅数の推移 

・平成 25 年現在、昭和 55 年以前（築 30 年超）のストックは 14,400 戸で全体の２割を占める。

次いで昭和 56～平成２年のストックが多く、12,900 戸で２割弱となっている。 

・25 年間の推移を見ると、昭和 55 年以前のストックは次第に減少しており、建築時期の古い住

宅の建替えが進んでいることが表れている。 

■建築時期別住宅数の推移 

 

注：総数には建築時期不明を含む 

資料：住宅・土地統計調査 
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資料：住宅 土地統計調査(5年ごと10月1日)
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⑤分譲マンションの戸数・棟数の推移 

・本市では、昭和 30 年代後半から分譲マンションの建設が始まり、昭和 50 年代後半には、年間

15 棟を超える分譲マンションが建設された。平成 24（2012）年末時点で累積戸数は約 14,500

戸となっている。 

・東京市部においては比較的早期から分譲マンションが供給された。建築基準法の耐震基準が改

正された昭和 56 年以前に建設された旧耐震マンションは 10 棟・約 4,500 戸であり、分譲マン

ションストックの３割を占める。 

■分譲マンションの建設年別棟数と累積戸数 

 

資料：武蔵野市マンション実態調査（平成 24年度） 

 

⑥住宅の耐震化率 

・平成 26年度末時点における住宅の耐震化率は 58.6％と推計されている。 

■住宅の耐震化率 

 
資料：武蔵野市耐震改修促進計画(改定版)（H30.3） 

  

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

0

5

10

15

20

25

昭
和
3
8
年

昭
和
3
9
年

昭
和
4
0
年

昭
和
4
1
年

昭
和
4
2
年

昭
和
4
3
年

昭
和
4
4
年

昭
和
4
5
年

昭
和
4
6
年

昭
和
4
7
年

昭
和
4
8
年

昭
和
4
9
年

昭
和
5
0
年

昭
和
5
1
年

昭
和
5
2
年

昭
和
5
3
年

昭
和
5
4
年

昭
和
5
5
年

昭
和
5
6
年

昭
和
5
7
年

昭
和
5
8
年

昭
和
5
9
年

昭
和
6
0
年

昭
和
6
1
年

昭
和
6
2
年

昭
和
6
3
年

平
成
元
年

平
成
2
年

平
成
3
年

平
成
4
年

平
成
5
年

平
成
6
年

平
成
7
年

平
成
8
年

平
成
9
年

平
成
1
0
年

平
成
1
1
年

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

平
成
2
2
年

平
成
2
3
年

平
成
2
4
年

（戸）（棟） 分譲マンションの年別建設棟数と累積戸数

棟数

累積戸数

旧耐震マンション 



14 

 

⑦高齢者等のための設備のある住宅の状況 

・高齢者のための設備のある住宅は、持ち家では 71％、借家では 25％となり、持ち家と借家の条

件の差が大きい。全国値や東京値でも持ち家・借家格差はあるが、本市は特にその差が大きい。 

・高齢者のための設備の内容として、手すりがある住宅は持ち家では 56％と半数を超えるが、そ

の他の設備の設置率は２～３割台に留まっている。 

・高齢者が自宅で長く住み続けるために、持ち家・借家に関わらず、高齢者のための設備を整備

していくことが必要である。 

■高齢者等のための設備設置比率 

  

※：市町村部は東京都特別集計より 

資料：住宅・土地統計調査（H20,25） 

■高齢者等のための設備の内容 

 

（注）一定のバリアフリー化率：２箇所以上の手すり設置又は屋内の段差解消に該当 

うち、高度のバリアフリー化：２箇所以上の手すり設置又は屋内の段差解消及び車椅子で通行可能な廊下幅のいずれにも

該当 

資料：住宅・土地統計調査（H20,25）  
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⑧戸建て空き家の分布と物的状況 

・桜堤２～３丁目、境１丁目、吉祥寺南町４丁目等において、空き家数・空き家率が高い。 

・１町丁目を除くすべての町丁目で平均築年数は 25年を超過しており、吉祥寺本町１丁目では戸

建 72戸の平均築年数が 45年となっている。 

・町丁目別の空き家率と平均築年数には相関は見られない。 

■町丁目別空き家数（戸建） 

 

資料：武蔵野市空き家等実態調査報告書＜戸建編＞（H30.3) 

■町丁目別空き家率（戸建） 

 

資料：武蔵野市空き家等実態調査報告書＜戸建編＞（H30.3) 
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■町丁目別平均築年数（戸建） 

 

資料：武蔵野市空き家等実態調査報告書＜戸建編＞（H30.3) 

 

■町丁目別空き家率と平均築年数の関係 

 
資料：武蔵野市空き家等実態調査報告書＜戸建編＞（H30.3） 
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（３）住宅供給と住宅価格・資料 

①新設着工住宅数の推移 

・平成元（1989）年以降の新設着工住宅数の推移をみると、年によるばらつきはあるものの、平

成初期には新設着工戸数の過半を占めていた貸家が、約 30年間で約 7割減少した。わって分譲

住宅の着工数が増加している。 

・分譲住宅の着工戸数も年により大きく変動するが、平成 29（2017）年度は約 200戸と持家と同

程度である。 

■新設着工住宅数の推移 

 
資料：建築統計年報 

②新設着工住宅の平均床面積の推移 

・新設着工住宅の平均床面積は、持ち家は 120㎡程度、分譲住宅は 100㎡程度に対し、貸家は 50

㎡未満であり、所有関係別の床面積の差が大きい。 

・持家および貸家の平均床面積は、平成元～29 年度の約 30 年間で、ほぼ横ばいである。一方、

分譲住宅の平均床面積は、同期間に増加傾向である。 

■新設着工住宅の平均床面積の推移 

 
資料：建築統計年報  
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③住宅地価の推移 

・バブル崩壊後の本市の住宅地価の推移を見ると、平成６（1994）～16（2004）年は下落傾向を

示し、その後上昇に転じた。平成 20（2008）年をピークに再び下落したものの、近年は再度上

昇傾向を示している。 

・本市の地価は東京都内市部では最も高く、次いで高い三鷹市と比べても 100 千円/㎡を超えて上

回っている状況である。 

■公示価格の平均価格の推移 

 

資料：多摩地域データブック 2018 
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④借家及び民営借家の家賃 

・所有関係別１㎡当り家賃をみると、本市の家賃単価は借家全体で 1,900 円程度であり、非木造

の民営借家（賃貸マンション）では 2,306円である。市部で最も高く、23区部と同程度の高水

準の家賃単価となっている。 

・たたみ一畳あたりの家賃は 6,164円であり、市部で最も高い状況である。 

■民営借家の１㎡当り家賃 

○民営借家（木造） 

 
注：家賃０円を除く 

 

○民営借家（非木造） 

 
注：家賃０円を除く 

資料：住宅・土地統計調査（H25、東京都特別集計） 
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■民営借家のたたみ一畳あたりの当り家賃 

 

資料：住宅・土地統計調査 
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たたみ一畳あたりの民営借家の家賃

資料：平成25年住宅・土地統計調査
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（４）世帯類型と住宅事情 

①高齢者のみ世帯の居住状況 

・高齢者のみ世帯（単身、夫婦）は 73,960世帯であり、年々増加している。 

・一般に高齢者のいる世帯は持ち家率が高いが、高齢単身世帯では 57.9％、高齢夫婦世帯では

80.3％と差がある。高齢単身世帯は、民営借家や公営住宅に居住する比率が高い。 

・また、高齢者のみ世帯が居住する住宅の規模は、高齢夫婦世帯では約７割、高齢単身世帯でも

約４割が 70㎡超の住宅に住んでいる。人数に比し広めの住宅と言える。ただし、高齢単身世帯

では 29㎡以下の住宅に居住する世帯も２割程度みられる。 

■高齢単身世帯数及び高齢夫婦世帯数の推移 

 

資料：国勢調査 

■高齢単身世帯及び高齢夫婦世帯の住宅の所有関係 

 

資料：住宅・土地統計調査 

  

4,870

（7.3％）

5,676

（8.2％）

6,895

(9.7%)

8097

(10.9%)

4,419

（6.6％）

4,918

（7.1％）

5,381

(7.6%)

5964

(8.1%)

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

平成12年

平成17年

平成22年

平成27年

（世帯）

高齢単身世帯 高齢夫婦世帯

57.6%

80.3%

16.2%

10.8%

25.9%

8.7%

0.2%

0.2%

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

65歳以上の単身世帯

65歳以上の夫婦世帯

持ち家 公営・

都市再生機構・
公社の借家

民営借家 給与住宅

資料：平成25年住宅・土地統計調査
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■高齢単身世帯及び高齢夫婦世帯の住宅の延べ面積 

 

 

資料：住宅・土地統計調査 

 

②高齢者のいる世帯の居住状況 

・高齢者のいる世帯は、市平均と比較し、誘導居住面積水準以上の世帯比率が高く、人数に比し

て広い住宅に住んでいると考えられる。しかし、高齢単身世帯に着目すると、最低居住面積水

準未満世帯比率が 14.7％と、市平均と同程度となっている。 

■高齢者のいる世帯の居住面積水準 

 

資料：住宅・土地統計調査 

  

1,720

260

1,440

640

1,540

950

1,940

1,670

880

1,550

630

690

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000

65歳以上の単身主世帯数

65歳以上の夫婦主世帯総数

（世帯）

29㎡以下 30～49㎡ 50～69㎡ 70～99㎡ 100～149㎡ 150㎡以上 資料：平成25年住宅・土地統計調査

15.9%

14.7%

10.6%

5.1%

48.7%

27.4%

26.9%

32.7%

35.5%

57.9%

62.5%

62.1%

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

主世帯総数

65歳以上の単身

65歳以上の者のみの世帯

高齢夫婦のいる世帯

最低居住面積水準未満 最低居住面積水準以上誘導居住面積水準未満 誘導居住面積水準以上



23 

 

③ファミリー世帯の居住面積水準の状況 

・ファミリー世帯数（夫婦と子どもから成る世帯、片親と子どもから成る世帯、夫婦と子どもと

他の親族から成る世帯の合計）は 22,606世帯であり、平成 17年以降、微増傾向である。 

・ファミリー世帯の居住面積水準は、市全体に比して誘導居住面積水準を満たす比率が低く、世

帯人数に応じた十分な広さを確保できていない世帯が多いと考えられる。 

■ファミリー世帯数の推移 

 

資料：住宅・土地統計調査 

■ファミリー世帯の居住面積水準 

 

資料：住宅・土地統計調査 

  

15,802

15,670
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17,295 

3,954

4,139

4,452 

4,607 

1,398

1,136

863 

704 

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

平成12年

平成17年

平成22年

平成27年

（世帯）

夫婦と子供からなる世帯 片親と子供からなる世帯 夫婦と子供と他の親族からなる世帯

7.1%

6.3%

6.4%

5.3%

8.2%

6.4%

26.5%

44.0%

52.8%

66.7%

72.4%

59.5%

43.9%

52.9%

48.9%

40.9%

27.0%

22.3%

32.3%

49.7%

20.6%

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

夫婦と３歳未満の者

夫婦と３～５歳の者

夫婦と６～９歳の者

夫婦と10～17歳の者

夫婦と18～24歳の者

夫婦と25歳以上の者

夫婦と18歳未満及 び65歳以上の者

最低居住面積水準未満 最低居住面積水準以上誘導居住面積水準未満 誘導居住面積水準以上
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④所有関係・世帯人員別の延べ面積の状況 

・持ち家に居住する高齢者のみ世帯の 74.9％が延べ面積 70 ㎡以上の比較的広い住宅に住んでい

るのに対し、３人以上世帯の 72.4％が 70 ㎡未満の住宅に住んでおり、住宅規模と世帯人数が

ミスマッチの状況である。 

■所有関係・世帯人員別の延べ面積 

 

資料：住宅・土地統計調査（H25、東京都特別集計） 

 

  

200
(6.9%)

300
(9.6%)

90 (2.0%)
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(2.6%)
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1,230
(26.2%)
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(11.1%)
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2,670
(59.6%)
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(41.5%)

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

４人以上

世帯

(n=2,890)

３人世帯
(n=3,120)

高齢夫婦

(n=4,480)

高齢単身
(n=4,700)

借
家

持
家

29㎡未満 30～49㎡未満 50～69㎡未満 70～89㎡未満 90㎡以上
(世帯)

借家

(n=6,010)

持家

(n=9,180)
70㎡以上 6,880世帯（持家の74.9%)

70㎡未満 4,350世帯（借家の72.4%)
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⑤持ち家の家族型・世帯年収別世帯数 

・持ち家に住む単身世帯は 7,370 世帯あり、その多くは高齢単身と考えられる。また、持ち家に

住む高齢夫婦世帯は約 4,520 世帯となっており、過半が年収 500 万円未満であり、年収ベース

でみる限りでは高所得層とは言えない状況である。 

■持ち家の家族型・世帯年収別世帯数 

 
注：不詳を除く 

資料：住宅・土地統計調査（H25） 

 

⑥借家の世帯型・月額家賃別世帯数 

・東京都区部に隣接する本市の民営借家の家賃水準は高い。そのため、若年単身世帯や中高年単

身世帯では、６～８万円が最も多い。夫婦世帯や子育て世帯は 10万円以上の家賃負担となって

いる。一方、高齢単身世帯では４万円以下が 35％を占める。 

■借家の世帯型・月額家賃別世帯数 

 
注：不詳を除く 

注：単身世帯は、30歳未満を若年、30～64歳を中高年、65歳以上を高齢に区分 

資料：住宅・土地統計調査（H25） 
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4万円以下 4万円以上6万円以下 6万円以上8万円以下 8万円以上10万円以下 10万円以上
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⑦分譲マンション居住者の居住状況 

・マンション居住者（回答者）の年齢と居住年数をみると、10 年～20 年未満が 33.9％で最も多

く、次いで５年～10年未満が 25.0％となっている。 

・年齢が高くなるほど居住年数が長く、70 歳以上では 30 年以上が 26.9％と１／４超を占める一

方、49歳以下では、５年未満が 43.6％となっている。 

■分譲マンション居住者の年齢及び居住年数 

 

資料：マンション実態調査報告書（H25.3） 
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（５）市営住宅等 

①公営住宅等の位置 

 

 

資料：武蔵野市資料  
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②公営住宅等の応募状況等（H21～30） 

・直近 10 年の市営住宅の応募倍率をみると、市営住宅は募集戸数が少ないため、20 倍前後から

最大 64 倍もの高倍率となっている。一方福祉型住宅では、平成 27 年度以降は 10 倍に満たず、

市営住宅に比べれば倍率は低い。 

・直近５年の応募倍率を団地別・募集型別にみると、募集戸数は各回とも大きいわけではないが、

応募数が大きく異なり、団地による応募倍率の差が大きいことが示される。市営住宅では、昭

和 40～50年代に建築され築 40年超の関前・北町第二は応募が少なく、築 10年未満の北町第一・

桜堤は毎回の募集が超高倍率となっている。福祉型住宅では、高齢者向け住宅は毎年募集を行

っているが、その他の住宅は募集機会・戸数が非常に少ない状況である。 

・直近５年に市営住宅に応募した世帯の収入状況をみると、子育て世帯（末子が 18歳未満）と一

般世帯を除き、大多数は年収 200 万円未満である。特に、ひとり親世帯は 100 万円未満や 200

万円未満の低年収世帯率が高い状況である。 

・直近５年に福祉型住宅に応募した世帯の住宅困窮項目としては、高家賃負担の状況が際立って

高く、どの世帯類型にも共通している。高齢者のみ世帯（単身、２人以上）では立ち退きが他

の世帯類型に比べて多くなっている。 

■市営住宅・福祉型住宅の応募倍率の推移 

 

資料：武蔵野市資料 

■市営住宅（団地別、事故住宅を除く）の応募倍率 

 

資料：武蔵野市資料 

募集 応募 倍率 募集 応募 倍率

平成21年度 13 305 23.5 5 83 16.6

平成22年度 4 232 58.0 4 107 26.8

平成23年度 2 128 64.0 8 98 12.3

平成24年度 - - - 12 103 8.6

平成25年度 2 87 43.5 20 158 7.9

平成26年度 2 68 34.0 8 154 19.3

平成27年度 6 190 31.7 17 116 6.8

平成28年度 5 87 17.4 21 121 5.8

平成29年度 7 130 18.6 17 150 8.8

平成30年度 3 57 19.0 24 117 4.9

市営住宅 福祉型住宅

募集 応募 倍率 募集 応募 倍率 募集 応募 倍率 募集 応募 倍率 募集 応募 倍率 募集 応募 倍率

平成27年5月 3 27 9.0 1 49 49 4 76 38.7 倍

平成28年2月 1 3 3.0 1 111 111 2 114 57.0 倍

平成28年5月 1 12 12.0 1 31 31.0 2 43 21.5 倍

平成28年11月 2 3 1.5 1 41 41 3 44 14.7 倍

平成29年5月 1 42 42.0 1 7 7.0 2 49 24.5 倍

平成29年11月 1 5 5.0 3 26 8.7 1 50 50 5 81 16.2 倍

平成30年２月 0 0  － 倍

平成30年10月 2 15 7.5 1 42 42 3 57 19.0 倍

合計
実施年月

関前障害者向き 桜堤関前 北町第一 北町第二
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■福祉型住宅（募集型別）の応募倍率 

 

資料：武蔵野市資料 

■市営住宅応募世帯の収入の状況（H26～30） 

 

資料：武蔵野市資料 

 

年度 募  集 応  募 入 居 戸 数 実 質 倍 率 募  集 応  募 入 居 戸 数 倍  率 募  集 応  募 入 居 戸 数 倍  率 募  集 応  募 入 居 戸 数 倍  率 募  集 応  募 入 居 戸 数 倍  率 募  集 応  募 入 居 戸 数 倍  率

H26.5 4 74 4 18.5 1 13 1 13 5 87 5 17.4

H26.11 3 67 4 16.8 3 67 4 16.8

H27.5 4 49 5 9.8 1 4 1 4.0 5 53 6 8.8

H27.5
事故住宅

1 6 1 6.0 1 6 1 6.0

H27.11 11 57 11 5.2 11 57 11 5.2

H28.５ 10 53 10 5.3 10 53 10 5.3

H28.11 10 64 10 6.4 1 4 1 4.0 11 68 11 6.2

H29.5 5 59 5 11.8 5 59 5 11.8

H29.11 5 45 6 7.5 2 6 2 3.0 2 10 2 5.0 9 61 10 6.1

H30.2 3 30 3 10.0 3 30 3 10.0

H30.5 2 40 2 20.0 2 40 2 20.0

H30.7 2 5 1 2.5 3 10 3 3.3 4 3 2 0.8 9 18 6 3.0

H30.10 1 8 1 8.0 2 5 2 2.5 3 13 3 4.3

H30.11 9 44 8 5.5 9 44 8 5.5

H31.２ 1 2 1 2.0 1 2 1 2.0

高齢者 障害者 ひとり親（H24年度以前は母子） 合計複数子育て子育て

42.3%

58.3%

22.2%

75.0%

58.6%

33.3%

0.0%

43.7%

23.3%

22.2%

25.0%

34.5%

38.5%

0.0%

14.1%

13.3%

5.6%

5.7%

22.1%

0.0%

3.3%

27.8%

1.1%

5.1%

0.0%

1.7%

16.7%

0.5%

0.0%

5.6%

0.5%

0.0%

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

高齢者のみ世帯

（２人以上）

(n=71)

障害者がいる世帯

（2人以上）

(n=60)

子育て世帯（末子が18

歳以上）

(n=0)

子育て世帯（末子が18

歳未満）

(n=18)

ひとり親世帯（末子が

18歳以上）

(n=8)

ひとり親世帯（末子が

18歳未満）

(n=87)

一般世帯

(n=195)

不明

(n=0)

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

500万円

以上

不明
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■福祉型住宅応募世帯の住宅困窮項目（H26～30） 

 

資料：武蔵野市資料 

  

9.3%

13.0%

0.0%

0.0%

4.8%

0.0%

8.7%

17.4%

20.0%

33.3%

23.8%

0.0%

27.8%

8.7%

20.0%

33.3%

19.0%

25.0%

26.0%

30.4%

10.0%

33.3%

19.0%

25.0%

24.0%

26.1%

20.0%

0.0%

0.0%

25.0%

40.9%

69.6%

40.0%

66.7%

28.6%

75.0%

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

高齢者のみ世帯

（単身）

(n=508)

高齢者のみ世帯

（２人以上）

(n=23)

障害者がいる世帯

（単身）

(n=10)

障害者がいる世帯

（2人以上）

(n=3)

ひとり親世帯

(n=21)

不明

(n=4)

立ち退き 広さ 設備 老朽 バリアフリー 家賃



31 

 

（６）住宅・住環境に関する評価と意向 

①住宅政策に対するニーズ 

・市の施策に対する満足度・重要度の評価をみると、住宅政策については、重要度は平均に近い

が満足度は全施策の中で下から２番目に位置する。つまり、ニーズはそれほど低くなく、満た

されていない分野と言える。 

■住宅政策に対する満足度・重要度 

 

資料：武蔵野市民意識調査報告書（H31.3） 
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②生活環境の評価（H30） 

・市民の生活環境に関する評価は、公園や緑の多さについて、よいが 55％と最も高く、次いで日

常の利便性（買い物・通勤など）が 49％となっている。公園や緑の多さと日常の利便性の両者

は相反することも多いが、本市ではともに評価が高いことは特筆すべき点である。 

・多くの項目で肯定的評価（よい＋まあよい）が９割程度と高いが、近所づきあい・地域活動と

文化施設・スポーツ施設がやや低い。 

・経年的には各項目に大差はないが、まちなみや景観・美観、防災や災害時の避難、道路整備の

状況、騒音や振動の４項目については、評価の向上が見られる。 

■生活環境の評価 

 

資料：武蔵野市民意識調査（H30） 

■生活環境の評価 よい＋まあよいの推移（H19,22,26,30） 

 
資料：武蔵野市民意識調査（H19,22,26,30）  
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③定住意向と転出意向の状況 

・これからも住み続けたいとする市民は 77.1％と高く、年代が上がるほど増加傾向にある。20～

30 歳だいではわからないとする者も多い。 

・一方市外への転出意向を示した 62 人（4.1％）の理由をみると、約４割が家賃や生活費が高い

ことを理由としている。 

■定住意向 

 

■定住意向（年代別） 
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■転出意向の理由 

 


