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【令和2年(2020年)9月30日現在】

総数：375,522人　女性：195,645人　男性：179,877人

資料：吹田市人口資料

資料：吹田市人口資料／令和12年は吹田市第4次総合計画

資料：総務省統計局「国勢調査」／令和2年(2020年)以降は、吹田市「吹田市第4次総合計画策定に係る人口推計について」

基礎

１吹田市の人口

２年齢3区分別人口割合の変化

３将来世帯数の推計（吹田市）
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大阪府の女性が生涯に生む子供の人数は1.30人（全国39位）

資料：厚生労働省「人口動態統計」

資料：総務省統計局「国勢調査」/令和2年度については、速報値を記載（市町村単位での結果発表は令和3年11月以降の予定）

４合計特殊出生率の推移（全国・大阪府）

５一世帯当たりの人員の推移（全国・大阪府・吹田市）

【トピックス】
吹田市では、年々、65歳以上の高齢者の割合が増える中で、高齢者のひとり暮らしが増加していくと予想されます。

また、世帯数についても、核家族世帯や単独世帯が増加するなど、全体的に増加しているものの、一世帯当たりの人員に

ついては、減少傾向にあります。この背景として、生活スタイルや価値観の多様化、晩婚化・晩産化などの影響があると考

えられます。

また、合計特殊出生率についても減少傾向にあり、全国的にも大阪府は、低く推移しています。
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資料：吹田市「男女共同参画に関する市民意識・実態調査」／大阪府「男女共同参画に関する府民意識調査結果について」

資料：吹田市「男女共同参画に関する市民意識・実態調査」令和2年度（2020年度）

Ⅰ　男女共同参画社会の実現に向けた意識改革

１「男は仕事」「女は家庭」という考え方について

２男女の地位の平等意識
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◆男女が共に個性や能力を発揮できる社会になってきていると思う

資料：吹田市「吹田市市民意識調査」

◆男女共同参画社会実現のための施策についての満足度 ◆男女共同参画社会実現のための施策についての重要度

資料：吹田市「吹田市市民意識調査」

◆吹田市男女共同参画推進条例について ◆すいた男女共同参画プランについて

資料：吹田市「男女共同参画に関する市民意識・実態調査」

３男女共同参画に関する市の取り組みに対する評価

５男女共同参画に関する認知度

４男女共同参画に関する市政の満足度・重要度
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※労働力率は「労働力人口（就業者＋完全失業者）」／「15歳以上人口」×100

資料：内閣府「男女共同参画白書」

※ 第１子が１歳以上15歳未満の初婚どうしの夫婦について集計

※ 就業継続（育休利用）・・・妊娠判明時就業～育児休業取得あり～子供１歳時就業

就業継続（育休なし）・・・妊娠判明時就業～育児休業取得なし～子供１歳時就業

出産退職・・・妊娠判明時就業～子供１歳時無職

妊娠前から無職・・・妊娠判明時無職 資料：内閣府「男女共同参画白書」

Ⅱ　就労の場における男女共同参画社会の推進

１女性の年齢階級別労働力率の推移

２子供の出生年別第１子出産前後の妻の就業経歴
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◆平成２３年 ◆平成２８年

資料：総務省「社会生活基本調査」

◆夫が有業で妻も有業（共働き）の世帯

【共働き世帯の妻】 【共働き世帯の夫】

◆夫が有業で妻は無業の世帯

【夫有業・妻無業世帯の妻】 【夫有業・妻無業世帯の夫】

資料：内閣府「男女共同参画白書」

３夫と妻の仕事及び家事関連時間

４６歳未満の子供を持つ夫婦の家事・育児関連時間の推移（週全体平均）
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(％)

資料：厚生労働省「雇用均等基本調査」

◆育児休業制度 ◆介護休業制度

資料：吹田市労働事情調査

育児休業取得者の男女比 育児休業取得率 介護休業取得者の男女比 介護離職者の男女比

女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性

平成27年度

（2015年度）
94.4 5.6 81.5 2.65 74.0 26.0

平成28年度

（2016年度）
94.7 5.3 81.8 3.16 70.6 29.4

42.9

平成30年度

（2018年度）
91.8 8.2 82.2 6.16

平成29年度

（2017年度）
92.6 7.4 83.2 5.14 57.1

計 女性 男性 女性 男性

38.9 71.1 28.9

育児休業取得者数（人） 育児休業者の男女比 短期介護休暇取得者数（人） 短期介護休暇取得者の男女比

女性 男性

令和元年度
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90.6 9.4 83.0 7.48 61.1
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59 39.0% 61.0%
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44 81 125 35.2% 64.8%

8.5% 30 73 103 29.1% 70.9%

39 57 96

令和元年度

（2019年度）
75

24.6%

7 82 91.5%

令和2年度

（2020年度）
52 17 69 75.4%

５育児・介護休業取得者の状況（全国）

７育児・介護休業制度の利用状況（吹田市内事業所）

６育児・介護休業取得者の状況（吹田市職員）
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◆育児に関する制度 ◆介護に関する制度

資料：吹田市労働事情調査

◆セクシャル・ハラスメント ◆マタニティ・ハラスメント

資料：吹田市労働事情調査

【各年度4月1日現在】
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８育児・介護に関する制度の導入状況（吹田市内事業所）

９セクシュアル・ハラスメント及びマタニティハラスメントの防止対策状況（吹田市内事業所）
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40.4 

35.1 

36.4 

23.8 

28.3 

26.1 

19.6 

19.2 

10.6 

11.8 

0 20 40

迅速に措置を

とる体制

相談窓口や

制度制定

就業規則への明記

従業員への研修

管理職への研修

(％)

平成27年度(2015年度) 平成30年度(2018年度)

20.1 

26.3 

14.3 

17.3 

平成27年度は調査なし

25.7 

8.8 

16.9 

0 20 40

国や顧問弁護士への確認

本人への説明

従業員への研修

人事等担当者への

研修

(％)

平成27年度(2015年度) 平成30年度(2018年度)

１０保育所待機児童数の年齢別推移（吹田市）



【各年度4月1日現在】

【各年度3月1日現在】

（件）

令和2年度

（2020年度）

（

箇

所

）

公立保育所 18 18 16 14

公立小規模保育事業所等 0 0 0 1

平成28年度

（2016年度）

平成29年度

（2017年度）

平成30年度

（2018年度）

令和元年度

（2019年度）

13

私立保育所 22 23 27 29 33

公立認定こども園 1 3 9 9 9

1

私立認定こども園 7 9 9 11 11

計（箇所） 65 89 102 106 110

私立小規模保育事業所等 17 36 41 42 43

7,418

利用児童数計【1号認定(教育)を除く】 6,087 6,531 6,886 7,216 7,566

（

人

）

定員【1号認定(教育)を除く】 5,621 6,316 6,911 7,149

４歳児以上児 2,257 2,336 2,439

２歳児 1,158 1,265 1,398 1,425 1,447

2,601 2,843

３歳児 1,159 1,198 1,302 1,399 1,414

０歳児 490 528 509 542 555

１歳児 1,023 1,204 1,238 1,249 1,307

令和2年度

（2020年度）

入室児童数（人） 2,541 2,959 3,215 3,498 3,648

平成28年度

（2016年度）

平成29年度

（2017年度）

平成30年度

（2018年度）

令和元年度

（2019年度）

育成室数 36 36 36 36 36

対象学年児童に対する入室割合（％） 25 22 23 25 26

学級数 73 89 96 101 110

うち、民間委託室数 3 4 9 9 10

労働相談 68 89 88 99 101

対象：保護者の就労または疾病等の理由により、保育が必要な児童（平成28年度小学1～3年生/平成29年度以降 小学1～4年生）

平成28年度

（2016年度）

平成29年度

（2017年度）

平成30年度

（2018年度）

令和元年度

（2019年度）

令和2年度

（2020年度）

女性のための相談事業（法律相談） 56 54 61 58 44

法律相談 1,756 1,697 1,888 1,827 1,526

１１保育所数と利用児童数の推移（吹田市）

１２留守家庭児童育成室利用状況の推移（吹田市）

１３労働相談、法律相談の利用状況の推移（吹田市）



※令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大のため未実施

吹田市「吹田市市民意識調査」平成30年度（2018年度）

平成28年度(2016年度)

平成29年度(2017年度)

平成30年度(2018年度)

令和元年度(2019年度)

令和2年度(2020年度)

13,337 40.3% 10,992 49.3%

11,403 37.6%

12,917 43.7% 10,422 48.2%

11,959 41.1% 9,395 44.1%

11,980 39.2% 9,325 41.0%

8,117

受診者数（人）

子宮がん（頚がん）検診 乳がん検診（40歳以上マンモグラフィ併用検診）

開催回数（回） 12 17 16 14

37.7%

Ⅲ　ライフステージに応じた健康の保持・増進のために

平成28年度

（2016年度）

平成29年度

（2017年度）

平成30年度

（2018年度）

令和元年度

（2019年度）

令和2年度

（2020年度）

0

0参加者数（人） 865 982 956 815

うち、父親の参加者数（人） 436 482 474 404

0

受診率（％）受診者数（人） 受診率（％）

要支援・要介護

認定者数(合計)

平成29年度

（2017年度）

平成30年度

（2018年度）

5,698 3,059 2,770 1,900 1,626 1,291 10,646

6.6% 3.5% 3.2% 2.2%

1 2 3 4 5

平成28年度

（2016年度）

高齢者

(人)

要支援者

(上段：人)

1,280

令和元年度

（2019年度）

令和2年度

（2020年度）

86,425

87,610

88,558

89,417

90,006

計

要介護者（上段：人）

1.9% 1.5% 12.3%

4,891 3,274 2,822 1,898 1,670 1,293 10,957

5,270 3,422 2,738 1,978 1,677

5.6% 3.7% 3.2% 2.2% 1.9%

5,095 3,544 2,830 2,069 1,741

6.0% 3.9% 3.1% 2.2% 1.9%

5.7% 4.2% 3.2% 2.3% 2.0%

1.4% 12.8%

5,159 3,750 2,906 2,110 1,823 1,380 11,969

5.7% 4.0% 3.2% 2.3% 1.9%

1.5% 13.3% 19.0%

1.4% 12.5%

1.5% 12.5%

16,344

18.9%

15,848

18.1%

16,365

18.5%

16,559

18.5%

17,128

11,095

1,280 11,464

１プレパパ・プレママ教室の推移

２子宮がん・乳がん検診の受診率の推移（吹田市）

４高齢者に占める介護を要する対象者の割合（吹田市）

３健診等の受診の有無

75.0 

67.4 

23.8 

31.5 

1.2 

1.1 

男性

女性

（％）

ある ない 不明・無回答



◆受付件数 ◆令和2年度相談者の年代別割合

◆令和2年度暴力の種類（複数選択）

資料：すいたストップＤＶステーション（ＤＶ相談室）

◆受付件数 ◆令和2年度被虐待児の年齢割合

◆令和2年度暴力の種類の割合

Ⅳ　あらゆる暴力の根絶のために

１女性に対する暴力相談（ＤＶ関連）の状況

２児童虐待相談の状況

612

498
520 531

809

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

平成28年度

(2016年度)

平成29年度

(2017年度)

平成30年度

(2018年度)

令和元年度

(2019年度)

令和２年度

(2020年度)(件)

10代

0.1%

20代

6.9%

30代

16.7%

40代

30.1%
50代

14.4%

60代

2.8%

70代

6.4%

80代

0.5%

不明

22.2%

461

45

818

70

241

身体的暴力

性的暴力

精神的暴力

社会的暴力

経済的暴力

0 200 400 600 800（件）

869 

990 

1,212 

1,321 

1,491 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

平成28年度

(2016年度)

平成29年度

(2017年度)

平成30年度

(2018年度)

令和元年度

(2019年度)

令和２年度

(2020年度)(件)

0～3歳未満

23.5%

3歳～就学前

22.1%
小学生

33.9%

中学生

13.2%

高校生その他

7.2%

身体的虐待

25.4%

性的虐待

0.5%

心理的虐待

59.4%

ネグレクト

14.8%



◆中学校 ◆高校、大学

◆ＤＶ防止法について ◆ドメスティック・バイオレンスについて

◆すいたストップＤＶステーション（平成22年度は調査項目なし） ◆セクシュアル・ハラスメント

資料：吹田市「男女共同参画に関する市民意識・実態調査」

３デートＤＶ予防啓発講座開催校数及び受講者数の推移

４暴力に関する認知度

1,135 

386 

930 

1,148 

1,109 

4

3

7

9

7

0

2

4

6

8

10

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

平成28年度

(2016年度)

平成29年度

(2017年度)

平成30年度

(2018年度)

令和元年度

(2019年度)

令和２年度

(2020年度)

(校数)(人) 参加者数 学校数

2,003 

3,167 

2,084 

1,491 922 
7

9

7

6

3

0

2

4

6

8

10

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

平成28年度

(2016年度)

平成29年度

(2017年度)

平成30年度

(2018年度)

令和元年度

(2019年度)

令和２年度

(2020年度)

(校数)(人) 参加者数 学校数

51.6 

27.2 

22.5 

33.6 

55.3 

51.3 

11.5 

11.2 

20.8 

3.3

6.4

5.4

令和2年度

(2020年度)

平成27年度

(2015年度)

平成22年度

(2010年度)

（％）

知っている 聞いたことがある 知らなかった 無回答

85.6 

58.9 

57.7 

8.7 

30.4 

30.8 

3.1 

4.6 

6.3 

2.6

6.1

5.2

令和2年度

(2020年度)

平成27年度

(2015年度)

平成22年度

(2010年度)

（％）

知っている 聞いたことがある 知らなかった 無回答

3.8 

1.7 

12.5 

9.5 

80.5 

82.1 

3.2

6.6

令和2年度

(2020年度)

平成27年度

(2015年度)

（％）

知っている 聞いたことがある 知らなかった 無回答

87.6 

63.1 

60.9 

7.3 

27.6 

29.1 

2.0 

3.3 

5.0 

3.1

6.1

4.9

令和2年度

(2020年度)

平成27年度

(2015年度)

平成22年度

(2010年度)

（％）

知っている 聞いたことがある 知らなかった 無回答



各年度4月現在

各年度5月現在

資料：内閣府「女性の政治参画マップ」

21 38.9% 54 18 33.3%
令和3年度

(2021年度)
1,440 855 59.4% 54

20 37.0% 54 16 29.6%
令和2年度

(2020年度)
1,411 843 59.7% 54

17 31.5% 54 15 27.8%
令和元年度

(2019年度)
1,416 852 60.2% 54

19 35.2% 54 16 29.6%
平成30年度

(2018年度)
1,390 832 59.9% 54

女性割合(％) 総数(人) 女性の数(人) 女性割合(％)

平成29年度

(2017年度)
1,372 819 59.7% 54

65

58

19.9%2,845 1,119 39.3%
令和2年度

(2020年度)
925 310 33.5% 327

55 16.7%2,744 1,049 38.2%

令和元年度

(2019年度)
903 306 33.9% 319

平成29年度

(2017年度)
866 298 34.4% 329

54 16.8%2,798 1,080 38.6%
平成30年度

(2018年度)
888 306 34.5%

職員数

総数(人) 女性の数(人) 女性割合(％) 総数(人)

321

令和3年度

(2021年度)
924 309 33.4% 333

校長 教頭

総数(人) 女性の数(人) 女性割合(％) 総数(人) 女性の数(人)

女性の数(人)総数(人) 女性の数(人) 女性割合(％)

18.2%2,800 1,090 38.9%

68 20.4%2,915

職員数

課長級以上

女性割合(％)

1,178 40.4%

19 35.2% 54 17 31.5%

Ⅴ　男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備

課長代理・係長級

１地方議会における女性議員の割合の推移

２吹田市職員における女性の登用状況（係長級以上の役付）

３小・中学校における女性管理職の割合

7.9

10.8
10.6 11.8 12.7 13.2 12.8 

10.5

6.3 6.3 6.4 6.3 6.7 

4.7 

16.7 17.1

22.2 
25.0 25.7 25.0 

27.7 

0

5

10

15

20

25

30

平成10年

（1998年）

平成14年

（2002年）

平成17年

（2005年）

平成19年

（2007年）

平成22年

（2010年）

平成26年

（2014年）

平成30年

（2018年）

（％） 全国 大阪府 吹田市



各年度7月現在

資料：吹田市労働事情調査　平成30年度（2018年度）

資料：吹田市労働事情調査　平成30年度（2018年度）

委員数 割合(％)
全機関数

女性委員が参画する
全委員数

女性

機関数 割合(％)

平成28年度(2016年度) 101 89 88.1% 1,492 514 34.5%

平成29年度(2017年度) 109 98 89.9% 1,555 551 35.4%

平成30年度(2018年度) 97 89 91.8% 1,447 528 36.5%

令和元年度(2019年度) 104 97 93.3% 1,469 516 35.1%

令和 2年度(2020年度) 107 94 87.9% 1,445 504 34.9%

５事業主を除く役職者の状況（市内事業所）

４審議会等への女性の参画状況の推移

６女性活躍推進法に基づく事業主行動計画策定状況

131 

194 

88 

86 

258 

470 

869 

247 

0 200 400 600 800 1,000

その他

係長相当職

管理職

役員

（人）女性 男性

11.4 

1.8 2.3 

4.6 75.3 4.6 

（％）

提出済で、従業員への周知済 提出済で、従業員への周知未

対策準備中で、従業員への周知済 対策準備中で、従業員への周知未

何もしていない その他



◆高齢クラブ活動 各年度4月現在

◆自治会活動 各年度4月現在

◆ＰＴＡ活動 各年度6月現在

※吹田市ＰＴＡ協議会に加入しているＰＴＡのみ計上しています。

23.5%

7 19.4%

総数(人) 女性の数(人) 女性割合(％)

23.1%

22.9%

16.7% 17

131

17 5 29.4%

22.2%

4

4

23.0%

18 4 22.2%

18 4 22.2%

14.7% 570 128 22.5%

中学校ＰＴＡ会長

46 23.4% 31 5 16.1%

31

100.0% 36 7 19.4%

100.0% 36 5 13.9%

女性割合(％)

34 5 14.7% 564 129

34 5 14.7% 568

6

小学校ＰＴＡ会長

平成29年度

（2017年度）

平成30年度

（2018年度）

12.9%

12.9%

令和3年度

(2021年度)

単位クラブ会長

総数(人)

18
平成29年度

(2017年度)
16 16 100.0% 36

128

20.3%

34 5

34 3 8.8% 575 117

女性の数(人) 女性割合(％)

11,517 7,537

15

令和2年度

（2020年度）

令和3年度

（2021年度）

総数(人) 女性の数(人) 女性割合(％) 総数(人) 女性の数(人)

幼稚園ＰＴＡ会長

34 6 17.6% 557

令和2年度

(2020年度)

15 15

15

平成30年度

(2018年度)

令和元年度

(2019年度)
15 15

100.0% 36

13,354

会員

平成31年度

（2019年度）

単一自治会長連合自治会長

女性割合(％)総数(人) 女性の数(人) 女性割合(％) 総数(人) 女性の数(人)

総数(人)

65.4%

女性割合(％)総数(人) 女性の数(人)

高齢クラブ連合会長

平成29年度

(2017年度)
30 1 3.3%

平成30年度

(2018年度)
13,021 8,427 64.7% 205 40 19.5% 30 2

31 4

6.7%

41 19.6%8,620 64.5% 209

女性の数(人) 女性割合(％)

4
令和元年度

(2019年度)
12,522 8,104 64.7% 199 39 19.6%

令和2年度

(2020年度)
12,111 7,890 65.1% 197 41 20.8%

197

令和3年度

(2021年度)
15 14 93.3% 36

4 11.1%

７地域活動リーダーの女性の参画



資料：内閣府「男女共同参画白書」（都道府県及び市区町村）

（件）

◆デュオについて ◆利用の有無

資料：吹田市「男女共同参画に関する市民意識・実態調査」

925

30 3 10.0%

30 3 10.0%

29 4 13.8%

ひとり親家庭就業相談（平成29年7月から実施） ー 524 918 902

ひとり親家庭相談 1,453 1,320 962 1,172 1,210

令和2年度

（2020年度）

平成28年度

（2016年度）

平成29年度

（2017年度）

平成30年度

（2018年度）

令和元年度

（2019年度）

31 6 19.4%

30 3 10.0%

平成29年度(2017年度)

平成30年度(2018年度)

令和元年度(2019年度)

令和2年度(2020年度)

令和3年度(2021年度)

吹田市防災会議委員 都道府県防災会議

女性割合平均(％)

14.9%

15.7%

女性の数(人) 女性割合(％)総数(人)

市区町村防災会議

令和3年10月時点で未公表

16.0%

16.1% 8.8%

8.7%

8.4%

8.1%

女性割合平均(％)

９ひとり親家庭相談等の状況の推移（吹田市）

８防災・防犯分野における女性の参画状況（地方防災会議委員）

１０吹田市男女共同参画センターデュオについて

【トピックス】
内閣府「共同参画」2021年5月号より抜粋したものです。

世界経済フォーラム（World Economic Forum：WEF）が2021年3月、「The Global Gender Gap Report 2021」を公表し、各国に

おける男女格差を測るジェンダーギャップ指数（Gender Gap Index：GGI）を発表しました。この指数は、「経済」「政治」

「教育」「健康」の４つの分野のデータから作成され、０が完全不平等、１が完全平等を示しています。

2021年の日本の総合スコアは0.656、順位は156か国中120位（前回は153か国中121位）でした。前回と比べて、スコア、順

位ともに、ほぼ横ばいとなっており、先進国の中で最低レベル、アジア諸国の中で韓国や中国、ASEAN諸国より低い結果とな

りました。

18.7 

20.7 

22.4 

80.0 

74.4 

75.6 

1.3 

4.9 

2.0 

令和2年度

(2020年度)

平成27年度

(2015年度)

平成22年度

(2010年度)

（％）

知っている 知らない 無回答

30.0 

34.0 

26.4 

69.5 

62.8 

72.6 

0.5 

3.1 

1.0 

令和2年度

(2020年度)

平成27年度

(2015年度)

平成22年度

(2010年度)

（％）

利用したことがある 利用したことがない 無回答
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