
平成２９年（７～９月）あさひかわ商工会  

小規模事業者景況調査報告書（第７号） 

 

●北海道経済概況の推移（経済産業省北海道経済産業局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●道北経済概況の推移（財務省北海道財務局旭川財務事務所） 

 平成２９年５月 ８月 

総 括 判 断  一部に弱さがみられるものの、持ち直し

ている 

一部に弱さがみられるものの、持ち直し

ている 

個 人 消 費  緩やかに持ち直しつつある 緩やかに持ち直しつつある 

観 光 このところ弱さがみられるものの、緩や

かに持ち直している 

緩やかに持ち直している 

公 共 事 業  前年を上回る 前年を上回る 

住 宅 建 設  緩やかに持ち直しつつある 持ち直しの動きに足踏みがみられる 

雇 用 情 勢  改善している 改善している 

 

●中小企業景況調査（独立行政法人 中小企業基盤整備機構） 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２９年７月 ８月 ９月 

総 括 判 断  持ち直している 持ち直している 持ち直している 

生 産 活 動  持ち直しの動きがみられる  持ち直しの動きがみられる  持ち直しの動きがみられるものの、一部に弱い動き  

個 人 消 費  持ち直している 持ち直している 持ち直している 

観 光 改善している 改善している 改善している 

公 共 工 事  増加に転じている 増加している 減少に転じている 

住 宅 建 設  持ち直している 持ち直している 持ち直している 

民間設備投資  増加している 増加している 増加している 

雇 用 動 向  改善している 改善している 改善している 

企 業 倒 産  件数、負債総額とも増加 件数は減少、負債総額は増加  件数、負債総額とも減少 

１ 

 

全産業の業況判断 DI は、（前期

△14.3）△14.8（前期差 0.5ポイント

減）となり、３期ぶりにマイナス幅

がやや拡大した。 

 製造業の業況判断 DI は、（前期

△10.6）△11.2（前期差 0.6ポイント

減）と５期ぶりにマイナス幅がやや

拡大した。 

非製造業の業況判断 DIは、（前期

△15.5）△15.9（前期差 0.4 ポイン

ト減）と３期ぶりにマイナス幅がや

や拡大した。 

 



 

●あさひかわ商工会では、地域内小規模事業者の「景況確認と経営問題の把握」についての調査を平成２

９年７月１日～９月３０日までの期間実施し、その概要を以下のとおりまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

売上高 DI ＝ 売上増加企業割合 － 売上減少企業割合 

２ 

全業種の売上高DI値
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業種悦売上高ＤＩ値の推移

製造業 建設業 卸小売業 飲食業 生活関連サービス業 その他サービス業

全業種（大円）の売上高ＤＩ値は、＋34と前回調査と同ポイントであった。業種別には、製造業が前回調査時＋

33ポイントから＋20ポイントへと△13ポイント減少した。建設業は、16ポイント（△17ポイントの減少）、卸小

売業は、22ポイント（△7ポイントの減少）、飲食業は、69ポイント（＋29ポイントの増加）、生活関連サービス

業は、34ポイント（＋3ポイントの増加）、その他サービス業は、43ポイント（＋8ポイントの増加）となった。 

また、事業計画書作成済事業所（小円 ４８事業所）をみると、売上高ＤＩ値は、＋37ポイントと未作成事業所

（中円 ４５事業所）＋29ポイントと比べ＋8ポイント良い結果が見られた。 

全業種 DI  ＋３４ 

個人事業所 ６５件 

法人事業所  ２８件 

合 計 ９３件 

 

業 種 件 数 

製造業 １０件 

建設業 １９件 

卸小売業 ２３件 

飲食業 １９件 

生活関連サービス業 １５件 

その他サービス業 ７件 

合 計 ９３件 

 大円：全事業所、中円：事業計画書未作成、小円：事業計画書作成済 
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事業承継の予定

製造業 建設業 卸小売業 飲食業 生活関連サービス業 その他サービス業



 

６ 

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

利用者ニーズの変化への対応

従業員の確保難

販売単価の低下、上昇難

材料等仕入単価の上昇

新規参入業者の増加

需要の停滞

大企業の進出による競争の激化

事業資金の借入難

人件費の増加

店舗施設の狭隘、老朽化

人件費以外の経費の増加

熟練技術者の確保難

駐車場の確保難

商品在庫の過剰

金利負担の増加

代金回収の悪化

その他

経営上の問題点

製造業 建設業 卸小売業 飲食業 生活関連サービス業 その他サービス業



 

７ 

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

記帳・決算

資金調達支援

販路開拓・マーケティング支援

専門家による経営相談の充実

労働保険

経営状況の分析

人材の確保・育成への支援

新事業・新分野への進出支援

物産展・展示会への支援

技術・経営等のセミナー

新商品・新サービス創出の推進

第二創業・事業承継支援

事業計画書策定支援

支援施策等の情報発信強化

企業間連携・異業種交流の促進

外国人向け販路拡大

知的財産権の保護・活用

その他

商工会への要望

製造業 建設業 卸小売業 飲食業 生活関連サービス業 その他サービス業



８ 

 

●小規模事業者のＩＴ活用の現状（中小企業白書） 

 小規模事業者における、パソコン、スマホ、タブレット等の事業用のＩ

Ｔ機器の保有状況は、「保有している」が８７．５％となっているが、「保有

していない」とする回答も１２．５％あり、８者に１者が事業用のＩＴ機器

を保有しない状況となっている。 

情報管理面におけるＩＴ活用は、「事務処理ソフト（ワープロ、表計算、 

グラフ作成など）」６２．２％、「経理ソフト」が４０．５％と比較的高い活 

用率となっているものの、それ以外のソフトでは、「顧客管理ソフト」が２５ 

．７％、「その他の業務用ソフト」が２５．１％、販売・仕入ソフト（在庫管理など）」が２１．４％「給与管理ソフト」

が１４．４％、「税務申告ソフト」が１２．６％と総じて低い活用状況となっている。 

また、「特にない」との回答が２０．１％あり、情報管理面において全くＩＴを活用していない者が約２割存在してい

ることが分かる。 

 

小規模事業者の宣伝面におけるＩＴ活用率 

0 1 2 3 4 5

物産展・商談会への参加

インターネット販売

地域資源を活用した取組

自社で取り組んでいる事業

製造業 建設業 卸小売業 飲食業 生活関連サービス業 その他サービス業

 


