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栗東市における自殺の現状
について

資料２

全国の自殺者数の推移

全国の自殺者数（自殺日）
年 総数 男 女

2016 21,703 14,964 6,739
2017 21,127 14,660 6,467
2018 20,668 14,149 6,519
2019 19,974 13,922 6,052
2020 20,907 13,914 6,993
2021 20,820 13,786 7,034
2022 21,723 14,622 7,101
2023 21,657 14,725 6,932
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・自殺対策基本法が2006年に制定されて以降、国を挙げ
た自殺対策が実施され、年々自殺者数は減少していた。
・2019年新型コロナ感染症拡大に伴い、外出制限や勤
務・授業体系等の変更があった。失業者も多く、2020年
頃から増加している

総数
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栗東市の自殺者数（自殺日×居住地）
年 総数 男 女

2016 7 3 4
2017 12 6 6
2018 12 10 2
2019 10 6 4
2020 8 8 0
2021 10 6 4
2022 16 15 1
2023 16 9 7 3
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・栗東市では年により自殺者数は増減を繰り返しながら
推移していた。
・2022年から16人となっている。
・女性より男性が多い。

栗東市の自殺者数の推移
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栗東市自殺者数年齢別推移
自殺者数 男 女

年
20歳
未満

20～29
歳

30～39
歳

40～49
歳

50～59
歳

60～69
歳

70～79
歳

80歳以
上

20歳未
満

20～29
歳

30～39
歳

40～49
歳

50～59
歳

60～69
歳

70～79
歳

80歳以
上

2015 0 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0

2016 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0

2017 0 0 2 1 2 0 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0

2018 1 0 2 1 2 1 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0

2019 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2

2020 0 0 1 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
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年
20歳
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20～29
歳

30～39
歳

40～49
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上

20歳未
満

20～29
歳

30～39
歳

40～49
歳

50～59
歳

60～69
歳

70～79
歳

80歳以
上

2015 0 27 18 17.3 29.5 84.9 0 0 0 0 0 35.5 30.5 26.3 38.6 0

2016 0 0 18.7 16.9 28.8 0 0 0 0 0 38.2 0 0 26.2 38 0

2017 0 0 38.5 16.3 56.5 0 39.3 0 0 83.7 20 16.4 28.9 0 0 0

2018 12.2 0 39.2 16.1 52.5 29.7 0 253.6 12.9 0 0 0 27.1 0 0 0

2019 0 50.5 0 32 25.3 0 35.1 0 0 0 21 0 0 29.7 0 100.5
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いのち支える自殺総合対策推進センターより

※21年22年死亡率は暫定値
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栗東市自殺者数の年齢別割合
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・20～60歳代の働く世代が全体の8割
・男女共に40歳代が増加している。
・男女共に60歳以上の割合が減少している。（総数変化なし）
※総数は2016～19年41人、2020～23年50人と増加している 6
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職業別自殺者数

年

自営
業・家
族従業
者

被雇
用・勤
め人 無職 不詳

学生・
生徒等 主婦 失業者

年金・雇
用保険等
生活者

その他
の無職
者

2016 0 3 4 0 0 0 2 2 0
2017 2 1 9 1 1 1 1 5 0
2018 1 5 6 2 0 0 2 2 0
2019 1 2 7 1 0 0 2 4 0
2020 1 4 3 0 0 0 1 2 0
2021 1 4 5 1 1 0 2 1 0
2022 13 3 1 0 0 0 2 0
2023 8 8 1 0 1 3 3 0
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職業別自殺者割合

有職者 学生・生徒等 主婦 失業者 年金・雇用保険等生活者 その他の無職者

有職者

有職者
その他の
無職者

学生

年金生活
者当

主婦
年金生活
者当

その他の
無職者

・2020～23年は男性の有職者が
増加した。
・無職者の総数は増減しつつ推
移（総数に類似）

失業者
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原因動機別
自殺者数

栗東市
年 家庭問題 健康問題

経済・生
活問題 勤務問題 男女問題 学校問題 その他 不詳

2016 5 6 1 0 0 0 0 0
2017 4 6 6 0 0 0 1 3
2018 4 6 3 0 0 0 1 3
2019 5 11 0 1 1 1 0 0
2020 2 3 1 2 1 0 1 1
2021 2 4 2 4 1 0 0 1
2022 4 8 4 5 1 1 0 3
2023 5 12 4 8 1 2 2 0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2020~2023女性

2016~2019女性

2020~2023男性

2016~2019男性

栗東市原因別自殺者割合

家庭問題 健康問題 経済・生活問題 勤務問題 男女問題 学校問題 その他 不詳

勤務問題

勤務問題経済問題

経済問題

家庭問題

家庭問題

・健康問題は総数は変動なし
・家庭問題は減少
・勤務問題を抱える人が男性、
女性とも増加

勤務問題
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栗東市における自殺者の動向まとめ

・全国と滋賀県、栗東市の自殺者数と自殺率は2019年頃を境に増加

・女性より男性が多い。

・年代別では30～６０代の働く世代が多い。

・栗東市では特に40～50歳の男性が増加している。

・職業別は有職者が多く、2020年以後増加している。

・原因動機別は健康問題が最も多く、次いで勤務問題、経済・生活問題

が多い。勤務問題は2020年以後増加している。
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