
 

 

本市の地域福祉を取り巻く状況 

 

 ⑴ 各統計データの最新の傾向 

   以下の各指標について、５年前の現行指針策定時と最新データの双方を確認した結果、概

ね各項目とも同様の傾向を示している。 

 

 ⑵ 各実態調査結果からみる地域福祉課題 

  ア 孤独・孤立実態調査 

    本市においては、令和３年４月に孤独・孤立の問題に取り組む全庁横断的な組織である

プロジェクトチームを立ち上げた。孤独・孤立に陥るきっかけや、当事者を取り巻く環境

を把握することで、課題が生じる要因を分析し、今後の施策の立案や実施等に生かすこと

を目的に、令和３年秋に実態調査を実施。 

 

  【調査対象】 

孤独・孤立に関連する課題に対して支援を実施している団体 

１４２団体から回答 
 
  【結果概要】 

   ○新型コロナの感染拡大の影響を受け、相談件数が増加。 

   ○自殺対策、生活困窮対策、ひきこもり支援において、相談者の割合が高い。 

   ○孤独・孤立に陥るきっかけとして、本人の心身に関すること、家庭に関することが９割

を超える。 

項 目 傾  向 
①市内人口、世帯数 人口減少、世帯数増加 

②家族形態 核家族世帯は令和２年度に減少するも、単独世帯は増加 

③自治会・町内会 加入率の減少傾向  
※加入世帯数は令和３年度に初めて減少 
新型コロナの感染拡大も影響したと考えられる。 

④高齢者に関すること ６５歳以上高齢者の人口の増加 
ひとり暮らし高齢者の世帯増加 
夫婦のみの世帯は令和２年度に減少 
要介護・要支援認定者数の増加 

平均寿命の延長 

⑤少子化に関すること 出生数の減少、合計特殊出生率の低下 

⑥生活困窮 生活保護世帯数は横ばい、保護率はゆるやかな低下 

⑦非正規雇用者数 ※令和４年度が調査年度であるため、現時点ではデータなし 
 集計結果が公表され次第確認し、指針に反映する。 

⑧虐待・通告 児童及び高齢者虐待の相談・通告件数の増加 
※高齢者虐待の通告件数が僅かに減少しているが、明らかな要因

なし 

⑨障害のある方に関す

ること 
療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳交付数の増加 
身体障害者手帳交付数の減少 

 （参考１） 
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   ○解決しない要因は、身近に相談できる者又は場所がなく、心身の不調によるものが多い。 

   ○問題が表面化しない要因は、必要な情報が行き届いていないことやネットワークがな

い又は弱い、が多い。 

   ○対応に苦慮をする理由として、課題が複雑化・複合化している。改善には支援団体間で

の連携強化が必要。 

 

  イ ヤングケアラー実態調査 

    孤独・孤立対策プロジェクトチームに、ヤングケアラーの問題を集中的に検討するため

の部会を設置。ヤングケアラーを生み出している生活環境等の実態を把握し、その家庭に

必要とされている支援を検証、また、支援者（団体）等について、ヤングケアラーに対す

る支援の必要性の意識喚起につなげる目的で令和３年夏に実態調査を実施。 

 

【調査対象】 

中高生（１８歳以下の児童）、学校、ひとり親世帯、支援者 
 

【結果概要】 

   ○中高生本人の認識を含め、ヤングケアラー自体の社会的認知度の低さや施策の認知度

が低いことが課題であることが分かった。 

   ○支援者への調査では、既存の施策を活用できることをヤングケアラーやその家族に伝

えることの必要性が明らかになった。 

 

  ウ 地域社会の暮らしに関する世論調査（政令指定都市） 

    令和２年秋に内閣府により実施された「地域社会の暮らしに関する世論調査」の結果を

分析し、地域福祉に対する意識の変化を確認した。 

 

【調査対象】 

全国１８歳以上の日本国籍を有する者 
 
  【結果概要】 

   ○地域での暮らしに対する満足度… 満足：86.2％、不満：12.7％ 

   ○新型コロナの影響を受け重要と意識するようになったこと 

    ・健康や体調の管理の他、家族とのつながりを挙げた者：48.2% 

・知人・友人とのつながりを挙げた者：27.4％ 

   ○地域における将来の生活環境に対する不安なこと 

・「地域の担い手（若者、町内会など）の減少」を挙げた者：31.1％と高い 

・「地域内外の人が集まる交流場所の減少」を挙げた者：10％程度に 

   ○地域における生活環境に関して行政が力を入れるべき施策 

・「地域の担い手（若者、町内会など）の育成・確保」を挙げた者：26.5％程度 

・「地域内外の人が集まる交流場所の整備」を挙げた者：14％程度 

   ⇒ 以上から、つながりの低下、担い手の不足が地域の課題意識として挙げられる。 
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①市内人口、世帯数

人口 世帯数
平成12年 1,467,785 620,327
平成17年 1,474,811 653,860
平成22年 1,474,015 681,581
平成27年 1,475,183 705,874
平成31年 1,468,525 721,642
令和2年 1,465,701 727,154
令和3年 1,462,579 730,057
令和4年 1,450,660 730,410

②家族形態に関するデータ

＜核家族世帯＞

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年
世帯数 327,224 333,159 336,918 339,598 336,394

※資料：国勢調査
＜単独世帯＞

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年
世帯数 179,519 256,062 292,123 319,562 350,775

※資料：国勢調査

※　資料：平成１２～２７年…国勢調査、平成３１年～令和４年…令和２年度国勢調査の結果をもとにした１月１日時点推計
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③自治会・町内会に関するデータ

加入世帯数（推計） 加入率（推計）
平成24年度 481,093 69.8%
平成25年度 482,946 69.6%
平成26年度 488,020 69.8%
平成28年度 488,257 68.5%
平成30年度 488,789 67.7%
令和3年度 475,639 65.0%

※資料：令和３年度 自治会・町内会アンケート 報告書
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京都市内で自治会や町内会など地域団体に加入している世帯数が

平成２４年度の調査開始以来、初めて減少した。

原因としては、人口減少、地域に対する考え方や価値観の多様化、

新型コロナの感染拡大も影響したと考えられる。
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④高齢者に関すること

　＜６５歳以上高齢者の人口＞

15歳未満 15～64歳 65歳以上
令和4年 10.1% 61.5% 28.4%
令和3年 10.3% 61.2% 28.4%
令和2年 10.5% 61.3% 28.2%
令和元年 10.6% 61.5% 27.9%
平成30年 10.7% 61.5% 27.8%
平成27年 11.3% 62.0% 26.7%
平成22年 11.9% 65.1% 23.0%
平成17年 12.0% 67.2% 19.9%
平成12年 12.7% 69.2% 17.2%

＜65歳以上のひとり暮らし高齢世帯及び高齢夫婦世帯数＞

ひとり暮らし
の高齢世帯
数

夫婦のみの高齢世
帯数

平成17年 60,714 53,960
平成22年 70,738 61,584
平成27年 86,310 70,016

令和2年 95,220 65,355

※資料：国勢調査

※　資料：平成12～27年…国勢調査、平成30年～令和4年…令和2年国勢調査の結果をもとにした10月1日時点推計値

10.1%

10.3%

10.5%

10.6%

10.7%

11.3%

11.9%

12.0%

12.7%

61.5%

61.2%

61.3%

61.5%

61.5%

62.0%

65.1%

67.2%

69.2%

28.4%

28.4%

28.2%

27.9%

27.8%

26.7%

23.0%

19.9%

17.2%

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

令和4年

令和3年

令和2年

令和元年

平成30年

平成27年

平成22年

平成17年

平成12年

年齢３区分別人口の比率の推移

15歳未満 15～64歳 65歳以上

60,714

70,738

86,310

95,220

53,960

61,584

70,016
65,355

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

（世帯）

ひとり暮らしの高齢世帯数 夫婦のみの高齢世帯数

5



＜要支援・要介護認定者数の推移＞

京都市
平成25年 75,975
平成26年 79,077
平成27年 82,253
平成28年 84,869
平成29年 86,871
平成30年 90,115
令和元年 91,378
令和2年 93,933
令和3年 95,478

※　資料：京都市保健福祉局介護ケア推進課

＜男女別平均寿命＞

男性 女性
平成12年 78.1 84.6
平成17年 79.2 85.8
平成22年 80.0 86.7
平成27年 81.5 87.4

※　資料：厚生労働省平成27年市区町村生命表　（最新）
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＜男女別平均寿命（最新）＞

※厚労省の最新の統計資料がないため、京都市の資料を参照
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⑤少子化に関するデータ

京都市 全国
出生数 合計特殊出生率 出生数 合計特殊出生率

平成25年 11,239 1.26 1,070,035 1.43
平成26年 10,978 1.26 1,071,304 1.42
平成27年 11,070 1.30 1,050,806 1.45
平成28年 10,921 1.30 1,037,231 1.44
平成29年 10,374 1.27 946,065 1.43
平成30年 9,989 1.25 918,400 1.42
令和元年 9,495 1.22 865,239 1.36
令和2年 9,251 1.21 840,835 1.33
令和3年 8,767 1.17 811,622 1.3

※　資料：京都市統計ポータル

⑥生活保護に関するデータ

被保護世帯数 保護率
平成25年度 33,124 32.3
平成26年度 33,101 31.9
平成27年度 33,083 31.3
平成28年度 33,017 30.3
平成29年度 32,847 30.3
平成30年度 32,620 29.7
令和元年度 32,329 29.1
令和2年度 32,135 28.7

※　資料：京都市統計書
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⑧虐待・通告に関するデータ

＜児童虐待＞

虐待相談・通告件数 認定件数
平成25年度 1,382 960
平成26年度 1,372 951
平成27年度 1,279 913
平成28年度 1,543 1,145
平成29年度 1,716 1,328
平成30年度 2,128 1,670
令和元年度 2,693 2,051
令和2年度 2,907 2,175

※資料：京都市情報館（子ども若者はぐくみ局子ども家庭支援課）

＜高齢者虐待＞

虐待相談・通報件数 認定件数
平成25年度 437 315
平成26年度 475 326
平成27年度 525 368
平成28年度 652 465
平成29年度 671 485
平成30年度 855 535
令和元年度 801 479
令和2年度 827 503

※　資料：京都市保健福祉局介護ケア推進課
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⑨障害のある方に関するデータ

京都市 身体障害者手帳交付者数の推移

平成25年 79,140

平成26年 78,376

平成27年 77,913

平成28年 76,627

平成29年 76,016

平成30年 75,232

令和元年 74,479

令和2年 72,798

京都市 療育手帳交付者数の推移

平成25年 13,365

平成26年 13,912

平成27年 14,568

平成28年 15,207

平成29年 15,819

平成30年 16,349

令和元年 16,844

令和2年 16,982

京都市 精神障害者保健福祉手帳交付者数の推移

平成25年 13,065

平成26年 13,978

平成27年 14,807

平成28年 15,812

平成29年 16,731

平成30年 17,740

令和元年 18,969

令和2年 19,707

※　資料：京都市統計書
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