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• 人口学において、人口の最も基本的な構造を示すものとして性
と年齢がある。このうち、性（男女）別の構造を表す指標とし
ては性比（sex ratio）が使われる。

• 人口性比は、次の式で求められる。

性比＝
男性人口

女性人口
× 100



日本の男女別人口と人口性比

日本の人口は戦前は男性が多
い時もあったが、戦後は一貫
して女性の方が多い。
したがって、戦後の人口性比
は100を下回っている。



日本の年齢別出生性比

老年層では100を上回る人口
性比は加齢とともに減少し、
50年代後半で100を下回る
と急速に低下していくこと
が分かる。
このような人口性比を決定
する要因は、出生性比、死
亡性比、国内人口移動であ
る。



日本の男女別出生数と出生性比

出生性比は104～106を中
心に推移しており、女児
よりも男児が多く生まれ
る。これにより、若年層
での人口性比は一般に100
を上回ることになる。
1906年と1966年の前後で
出生数が減少しているの
は丙午の影響である。近
年は上下動しつつも安定
的に推移している。



• 加齢とともに人口性比が減少するのは、男性の死亡率が女性よりも

高く、死亡性比が100を上回ることによっている。

• このように、日本全体の人口性比の年齢パターンは出生性比と死亡

性比により説明される。

• しかしながら、地域別の人口性比には国内人口移動が及ぼす影響も

大きい。例えば、若年男性が仕事を求めて他地域に移動すればその

地域の人口性比は低下することとなる。



北海道の市区町村別人口性比（2015）

人口性比 市区町村数

80-85 17

85-90 57

90-95 64

95-100 30

100- 20

合計 188

188の市区町村のうち
性比が100を超えるの
はわずか20であり、
全年齢では女性が多い



✓本州以南について（工藤（2012）、工藤（2011））

✓札幌市について（原（2009））

→北海道全体について、特に各市区町村についての研究は十分でない

→（1）全国平均から大きく乖離している地域はどこか

（2）その差を生み出している原因は何か

という観点から分析を行う
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• 『地域別及び年齢別人口から見た性比の人口間アンバランス』
（2009，清水他) の手法を用いて分析を行う

• 地域ごとに帰無仮説として「全国平均と差がない」をたて、次
の統計量ｚで両側検定を行う

𝑧 =
𝑥 − 𝑛𝑝

𝑛𝑝(1 − 𝑝)

ただしｘは男性人口、nは総人口、ｐは性比の全国平均

男性が多い地域を青に、女性が多い地域を赤にすると次のように
なる







• 検定統計量ｚを大きい順に並べると上位３つは

室蘭市 55～59歳 24.10348094

千歳市 20～24歳 14.65342579

月形町 40～44歳 12.42839681

• 下位３つは

中央区 65歳～ -43.07380774

旭川市 65歳～ -45.27811141

函館市 65歳～ -54.41882194



• 室蘭市…「鉄のまち」として発展してきた歴史。
高度経済成長期の需要増加が原因と思われる。

• 千歳市…製造業が盛んで、従業者数の多い大規模な工場が多い。

• 月形町…月形刑務所の存在による人口移動が原因。



• 中央区、旭川市、函館市

…４５歳以上の年齢階級で一貫して女性が多い

• 女性が多い原因として第三次産業が盛んであることが挙げられ

るが、この三地域は際立って盛んとは言えない

→今後の課題とする



今後の課題

• 各年齢階級で異なるｐを用いること

→今回は全年齢階級で同一としたが、より詳細な分析が可能に

• ｐを北海道全体の男性比率とすること

→北海道全体の影響を考慮できる

• 0～14歳、65歳以上の階級をより細かく区分すること

• 本州以南から北海道への移住状況の調査

→人口性比の格差についてより詳細な分析ができる


