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１．住宅及び居住環境の評価 

（１） 住宅及び居住環境に対する総合的な評価  

住宅及び居住環境に対する総合的な評価に関して、不満と考える割合（不満率：「非

常に不満」または「多少不満」を選択した世帯の割合）は継続して減少しており、昭

和 58 年の 38.4%から平成 25 年の 22.1%になっている。（図 1） 
次に、住宅に対する評価に関して、不満率の経年変化を見ると総じて減少しており、

昭和 63 年の 51.5%から平成 25 年の 24.9%になっている。また、居住環境に対する

評価に関して、不満率の経年変化を見ると平成 10 年以降は減少しており、平成 10
年の 35.8%から平成 25 年の 27.1%になっている。（図 2、図 3） 
住宅に対する評価に関する不満率と、居住環境に対する評価に関する不満率とを

比較すると、昭和 58～平成 20 年までは住宅に関する不満率の方が高かったが、平成

25 年は居住環境に関する不満率を下回っている。 

 

図 1 住宅及び居住環境に対する総合的な評価 

 

図 2 住宅に対する評価 
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図 3 居住環境に対する評価 

（２） 住宅及び居住環境に関して最も重要と思う項目  
住宅及び居住環境に関して最も重要と思う項目を見ると、「地震時の住宅の安全性」

が 13.2%と最も多く、次いで「治安、犯罪発生の防止」が 9.7%、「住宅の広さや間

取り」が 8.7%、「日常の買い物、医療・福祉・文化施設などの利便」が 8.6%、「災

害時の避難のしやすさ」が 8.4%となっている。（図 4） 
 
 

 

※ （住）住宅の個別要素 （環）居住環境の個別要素 

図 4 住宅及び居住環境に関して最も重要と思う項目（主なもの） 
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２．最近 5 年間の居住状況の変化に関する事項 

（１） 最近 5 年間の住み替え・改善の実施状況  

平成 25 年の調査においては、最近 5 年間に住み替えを行った世帯が 19.0%、住み

替えを行わずに現住居をリフォームした世帯が 21.0%、建て替えを行った世帯が

0.8%となっている。また、最近 5 年間に住み替え、建て替え、リフォーム（以降は

「建て替え」と「リフォーム」を併せて「改善」と表記）のいずれも行わなかった世

帯は 52.0%となっている。 
最近 5 年間の住み替え・改善の実施状況について、平成 20 年から 25 年にかけて

住み替え（-1.9 ポイント）と建て替え（-0.5 ポイント）は減少しており、リフォーム

は増加（+2.4 ポイント）している。（図 5） 
 

 

図 5 最近 5 年間に実施した住み替え・改善の状況 
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（２） 最近 5 年間に実施した住み替えの主な目的  

最近 5 年間に実施した住み替えの主な目的を見ると、平成 25 年は「就職、転職、

転勤などに対応」が 21.7%と最も多く、次いで「親、配偶者などの世帯からの独立」

が 21.2%、「子育て・教育の環境を整える」及び「住宅を広くする、部屋を増やす」

が 17.7%となっている。 
最近 5 年間に実施した住み替えの主な目的について、経年変化を見ると、「住宅を

広くする、部屋を増やす」は総じて減少しており、昭和 58 年の 33.4%から平成 25
年の 17.7%になっている。「就職、転職、転勤などに対応」も総じて減少し、昭和 63
年の 28.4%から平成 25 年の 21.7%になっている。一方、「親、子などとの同居・隣

居・近居」は概ね増加しており、平成 5 年の 4.1%から平成 25 年の 10.5%になって

いる。（図 6） 
 

 図 6 最近 5 年間に実施した住み替えの目的（複数回答・主なもの） 
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３．今後の住まい方の意向に関する事項 

（１） 今後 5 年以内の住み替え・改善意向  

平成 25 年の調査における今後 5 年以内の住み替え・改善意向を見ると、住み替え

意向を持つ世帯の割合が 11.3%、建て替え意向の割合が 0.8%、リフォーム意向の割

合が 6.8%となっており、今後 5 年間以内の住み替え・改善意向のない割合が全体の

約 80%を占める。今後 5 年以内の住み替え・改善意向について、経年変化を見ると、

住み替え意向は、平成 10 年以降 10%前後で横ばいとなっている。建て替え意向は総

じて減少している。リフォーム意向は、7%前後で横ばいとなっている。（図 7） 
 

 

図 7 今後 5 年以内の住み替え・改善意向 

 

（２） 今後 5 年以内の住み替え・改善意向の主な目的  

今後 5 年以内に住み替え意向を持つ世帯において、住み替えの主な目的について

は、「住宅を広くする、部屋を増やす」が 21.5%と最も多く、「子育て・教育の環境を

整える」が 19.2%、「就職、転職、転勤などに対応」が 18.6%、「親、子などとの同居・

隣居・近居」が 17.8%となっている。（図 8） 
また、今後 5 年以内に改善意向を持つ世帯において、改善の主な目的については、

「住宅のいたみを直す、きれいにする」が 58.8%と最も多く、次いで「高齢期の生活

の安全・安心や住みやすさの向上」が 29.8%、「間取り、収納、設備などを使いやす

くする」が 22.8%となっている。（図 9）  
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図 8 住み替えの目的（複数回答・主なもの） 

 

 
図 9 改善意向の目的（複数回答・主なもの）  
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４．家族構成別に見た住宅及び居住環境の評価と住み替え・改善意向 

（１） 住宅及び居住環境に関して子育てのために最も重要と思う項目  

住宅及び居住環境に関して子育てのために最も重要と思う項目を見ると、平成 25
年は「住宅の広さ」が 14.0%と最も多く、次いで「家族の集いや交流を促す間取り」

が 13.9%、「住宅と住宅まわりの防犯性」が 11.9%、「幼稚園、小学校などの利便」

が 10.9%となっている。 
前回と比較すると、平成 25 年は「住宅の広さ」（+5.4 ポイント）が大きく増加し、

「住宅と住宅まわりの防犯性」（-8.1 ポイント）が大きく減少している。（図 10） 

  

図 10 住宅及び居住環境に関して子育てのために最も重要と思う項目（主なもの） 

注 平成 20 年は、「住宅の広さ・間取り」という選択項目があったが、平成 25 年では、「住宅の広さ」、

「家族の集いや交流を促す間取り」等に選択項目を分けて調査した。図 10 では、平成 20 年で選択した

「住宅の広さ・間取り」の集計結果を、平成 25 年で選択した「住宅の広さ」の集計結果と並べて表示

した。なお、この設問は、子育てをしていない世帯を含む全世帯を対象に調査している。 

（２） 子の年齢別に見た今後 5 年以内の住み替え・改善意向  

長子の年齢別に今後 5 年以内の住み替え・改善意向を見ると、長子の年齢が低い

世帯ほど、住み替え意向を持つ割合が大きくなっており、長子が 5 歳以下の世帯は

32.8%、6～11 歳の世帯は 18.0%、12～17 歳の世帯は 11.3%、18 歳以上の世帯は

5.5%となっている。（図 11） 
親と子からなる世帯の住み替え意向の主な目的を見ると、「子育て・教育の環境を

整える」が 32.9%と最も多く、次いで「住宅を広くする、部屋を増やす」が 27.7%と

なっている。これらは全世帯より割合が大きくなっている。（図 12） 
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図 11 長子の年齢別の住み替え・改善意向 

 

 

図 12 親と子からなる世帯の住み替えの目的（複数回答・主なもの）  
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（３） 高齢者世帯が考える住宅及び居住環境に関して重要と思う項目  

家計主が 65 歳以上の世帯（以降は「高齢者世帯」と表記）が住宅及び居住環境に

関して重要と思う項目（高齢者世帯の回答を抽出して集計）を見ると、「日常の買い

物、医療・福祉・文化施設などの利便」が 35.9%と最も多く、次いで「地震時の住宅

の安全性」が 32.6%、「災害時の非難のしやすさ」が 28.2%、「治安、犯罪発生の防

止」が 27.9%、「福祉、介護などの生活支援サービスの状況」が 25.6%となっている。 
また、全世帯の値と比較すると、「福祉、介護などの生活支援サービスの状況」（+7.4

ポイント）、「火災の延焼の防止」（+3.4 ポイント）などにおいて多くなっている一

方、「治安、犯罪発生の防止」（-7.6 ポイント）などにおいて少なくなっている。 
（図 13） 

 

図 13 高齢者世帯が考える住宅及び居住環境に関して重要と思う項目(複数回答・主なもの） 
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（４） 家計主の年齢別の住み替え・改善意向  

家計主の年齢別に住み替え・改善意向を見ると、家計主の年齢が高いほど、住み替

え意向を持つ割合は小さくなっている。また、家計主の年齢が 55～59 歳、60～64 歳

の世帯において、リフォーム意向を持つ割合が大きくなっている（55～59 歳 10.5％、

60～64 歳 10.8％）。（図 14） 
高齢者世帯の改善の目的を見ると、「住宅のいたみを直す、きれいにする」が最も

多く（単身 59.3%、夫婦 54.0%）、次いで「高齢期の生活の安全・安心や住みやすさ

の向上」となっている（単身 41.6%、夫婦 48.8%）。全世帯と比較すると、「高齢期の

生活の安全・安心や住みやすさの向上」の割合が大きくなっている。（図 15） 

 
図 14 家計主の年齢別の住み替え・改善意向

 
図 15 高齢者世帯の改善の目的（複数回答・主なもの）  
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５．現住居以外に所有・賃借している住宅に関する事項 

（１） 現住居以外に所有・賃借している住宅がある世帯  

現住居以外に所有・賃借している住宅がある世帯の割合は、平成 20 年の 6.6%か

ら平成 25 年は 9.2%に増加している。相続して所有している世帯が 3.1%から 4.1%、

相続以外で所有している世帯は 3.1%から 4.6%と、それぞれ増加している。（図 16） 

 
図 16 現住居以外に所有・賃借している住宅の割合 

（２） 現住居以外に所有・賃借している住宅の利用状況  

現住居以外に所有・賃借している住宅の利用状況を見ると、「子、親族などが住ん

でいる」が 36.1%と最も多く、次いで「空き家（物置などを含む）になっている」（以

降は単に「空き家」と表記）が 22.9%、「借家として賃貸している」が 17.3%となっ

ている。 
相続して所有している場合の利用状況を見ると、「空き家」の割合が 32.2%と、相

続以外で取得して所有している場合（16.7％）に比べ大きくなっている。（図 17） 

  
図 17 現住居以外の住宅の利用状況 
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（３） 空き家の状況  

現住居以外の住宅を建築時期別に見ると、空き家になっている住宅では、昭和 45
年以前に建築された住宅が 44.5%、昭和 46～55 年に建築された住宅が 24.4%と、昭

和 55 年以前で全体の約 2/3 を占めており、現住居や「空き家でない現住居以外の住

宅」に比べて、古い住宅の割合が大きくなっている。（図 18） 
次に、空き家の管理状況別に見ると、「自分や親族が定期的に管理」が 40.6％と最

も多く、次いで「ほとんど何もしていない」が 25.6％、「自分や親族が不定期に管

理」が 23.5％、「専門業者に管理を委託」が 4.6％となっている。 
更に、空き家の管理状況別に建物の状態を見ると、腐朽・破損していない空き家の

割合は、「専門業者に管理を委託」が 73.6％と最も多く、次いで「自分や親族が定期

的に管理」が 50.1％、「自分や親族が不定期に管理」が 46.5％、「ほとんど何もし

ていない」が 30.5％となっている。（図 19） 

 
図 18 空き家等の建築時期 

 

 

図 19 空き家の管理状況及び建物の状態                      

注 空き家の管理状況については、図のほか、その他の管理、不明が約６%存在する。 
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（４） 空き家の活用意向  

空き家の今後の活用意向を見ると、「空き家のままにしておく」が 48.9%と最も多

く、次いで「自分や親族などが住む」が 18.9%、「さら地にする」が 11.4%、「住宅

を売却する」が 10.9%、「借家として賃貸する」が 5.0%となっている。 
空き家の管理状況別に見ると、専門業者に管理を委託している空き家は、「住宅を

売却する」が 25.4%、「借家として賃貸する」が 24.8%、と、割合が比較的大きく、

「空き家のままにしておく」が 25.4%と、割合が小さくなっている。 
一方、管理をほとんど何もしていない空き家は、「空き家のままにしておく」が

61.5%と、割合が大きくなっている。（図 20） 

 

図 20 管理状況別の空き家の活用意向 
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