
孤立死（孤独死）と向き合うために
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2025年問題って何のこと？
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「世界一の超高齢社会」

日本の高齢者割合は、1990年代には欧州諸国とほぼ同水準であったが、2000年代には主要国の
中で最も高い水準になった。
高齢化の進行スピードも、下図の棒グラフの伸び方から分るように、主要国の中で最も早くなっている。

（総務局ホームページ統計Today №１１４より引用）

（メモ）
高齢化率 ７～14％ 高齢化社会

14～21％ 高齢社会
21％～ 超高齢社会

WHO定義
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〇超高齢化社会へのシフトと孤立化

日本は世界で最初に超少子化、
超高齢化に到達する、歴史上最
初の国となるらしい
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年齢不詳 98 145

75歳以上 1,407 1,613 1,691 1,872 2,180 2,288 2,260 2,239 2,277 2,417 2,446 2,387 2,248

70～74歳 696 770 741 923 781 681 711 774 868 742 654 580 551

65～69歳 821 964 1,028 824 716 747 811 907 775 682 604 573 582

60～64歳 1,004 846 816 742 772 836 936 798 701 621 589 597 560

15～59歳 7,099 6,783 6,840 6,664 6,398 6,039 5,559 5,180 4,883 4,654 4,439 4,196 3,970

0～14歳 1,680 1,589 1,578 1,507 1,407 1,321 1,246 1,194 1,138 1,077 1,012 951 898
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年齢区分別将来人口推計グラフ

〇多死社会による人口減少
・総人口においては、出生数より

死亡数が上回る多死社会となり、

長期の人口減少期が続き、２０５

３年には総人口が一億人を下回

ると見込まれている。

・また、１５～６４歳の人口比率に

於いては、１９５０年には一人の

高齢者に対して１２．１人の現役

世代の割合であったのに、２０１５

年には一人の高齢者に対して現

役世代の割合は ２．３人となって

いる。

（平成２９年版高齢者会白書１
高齢化の現状と将来像 より引用）

（万人）

（万人）
4

出生者数＜死亡者数→人口減

2005（平成17）年から
人口が減少！
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胴上げ型 騎馬戦型 肩車型

年金や保険の財源確保の問題

支える側と支えられる側との関係
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医療や介護の現場では

医師不足
医療施設の不足

介護従事者の不足
介護施設の不足

医療の必要な
高齢者が増える

介護の必要な
高齢者が増える

適切な医療や介護が受けにくくなる
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６５歳以上人口割合 ７５歳以上人口割合

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

全国 28.9 30.0 31.2 32.8 35.3 14.9 17.8 19.2 19.6 20.2 

東京都 23.4 23.6 24.7 26.5 29.0 12.4 14.1 14.3 14.2 15.0 

三重県 30.1 31.2 32.6 34.2 36.9 15.8 18.6 20.0 20.4 21.2 

滋賀県 26.3 27.5 28.7 30.2 32.7 13.2 16.0 17.4 17.9 18.4 

京都府 29.5 30.3 31.5 33.2 36.1 15.5 19.0 20.1 20.1 20.6 

大阪府 28.0 28.5 29.6 31.6 34.7 14.7 17.7 18.4 18.1 18.7 

兵庫県 29.5 30.8 32.3 34.3 37.3 15.3 18.6 20.0 20.4 21.2 

奈良県 31.7 33.3 34.9 36.9 39.7 16.4 20.3 22.1 22.7 23.4 

和歌山県 33.0 34.2 35.4 36.7 38.9 17.6 20.5 21.9 22.3 22.9 

秋田県 37.9 40.8 43.0 44.9 47.5 20.1 23.6 27.0 29.4 30.9 

沖縄県 22.6 24.6 26.1 27.8 30.0 10.9 12.5 14.7 16.1 17.0 

高齢化率将来推移（近畿圏）
65歳以上の高齢
者人口は、3459万

人となり、総人口
に占める割合（高
齢化率）は27.3％
となった。

男女別にみると、
男性は1500万人、
女性1959万人と

なっており、男性
対女性の比は３対
４となっている。

（平成28年10月1日
現在）

〇高齢者の現状

高齢化率が最も高い
のは秋田県
最も低いのは沖縄県

平成29年30年度版高齢者会白書 第1章高齢化の状況 より



〇大阪市の高齢化の現状

大阪市の人口は横ばいで推移し、平成27年は2,691,185人となっている。
年少人口（0～14歳）の割合は減少し、生産人口（15～64歳）の割合は横ばいから減少に転じ、
老年人口（65歳以上）の割合は増加している。

大阪市健康局HP 大阪市民の健康情報「人口」より抜粋
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2020年・・・26.7％
2025年･･･27.0％

平成27年
全国 ２６．７％
大阪府 ２６．１％
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国：総務省「人口推計」（平成27年度10月1日現在）
大阪市・区：大阪市都市計画局「大阪市の推計人口」（27年10月1日現在）

平成27年度の大阪市の高齢化率は

２５．３％で、国（２６．７％）より低率と

なっている。

区別においては、西成区が最も高く３８．

７％で、生野区、大正区などが３０％を

超えている。

また、西区や中央区、北区など大阪市の

都心部の高齢化率は低くなっている。

大阪市健康局HP 大阪市民の健康情報「人口」より抜粋

〇大阪市高齢化率の区ごとの比較

（％）
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都心回帰
といわれる現象
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平成27年度大阪市人口動態より

〇大阪市出生数と死亡者数の区ごとの比較
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自分事と捉えていますか？
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一年間に、全国で１９，０００人もの人が入浴中に急死に
至ったと推計されている。

この死亡者数は、交通事故による死亡者数（平成２７年３，
６９４人）の４倍を超えている。

特に冬場（１２月～２月）は死者数が多い。
また、高齢者の死亡者数も多い。

例えば
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

月

25 277 184 145 99 80 54 36 31 37 75 126 168

26 248 178 163 120 105 53 44 46 41 78 133 233

27 293 190 183 133 72 62 42 33 37 71 127 185

28 217 179 181 117 90 71 48 43 46 74 133 211

29 242 176 152 147 73 71 50 54 41 107 147 219

0

50

100

150

200

250

300

350

入浴中の死亡者の推移（月別）

平成 25年 26年 27年 28年 29年

年間計 1,312 1,442 1,428 1,410 1,479

東京都監察医務院HP統計データより
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１９以下 ２０～２９ ３０～３９ ４０～４９ ５０～５９ ６０～６９ ７０～７９ ８０以上

入浴中死亡者の推移（年代別）

２５年 ２６年 ２７年 ２８年 ２９年

東京都監察医務院HP統計データより

詳細については
別紙参照
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他人事と捉えていませんか？

さて、孤立死についてはどうでしょうか



〇孤立死の定義とは
平成２２年度版高齢社会白書より

（２）孤立死の増加
誰にも看取られることなく息を引き取り、その後、相当期間放置される
ような悲惨な「孤立死（孤独死）」の事例が頻繁に報道されている。

「孤立死」の確立した定義はなく、また全国的な統計も存在していないが、
東京都監察医務院が公表しているデータによれば、２３区内に
おける一人暮らしの６５歳以上の自宅での死亡者は平成１４年の
1,364人から２０年は2,211人と1.6倍に増加している。

（中略）

死後、長期間放置されるような悲惨な孤立死は、人間の尊厳を損なうもの
であり、また、死者の親族、近隣住人や家主などにとって心理的な
衝撃や経済的な負担を与える。
孤立死を、生存中の孤立状態が死によって表面化したものとしてとらえ、
生きている間の孤立状態への対応を迫る問題として受け止めることが
必要である。

右記の読売新聞記事は平成29年10月29日に掲載された記事だが、上記と

同様に東京都監察医務院のデータも掲載しており、確実に「孤立死」の

死亡者数が増えているのがわかる。（4,287人）

しかし、新聞記事の記載されているように、

いまだ「孤立死」の定義は定まっておらず、
各自治体ごとに把握できにくい 読売新聞平成29年10月29日朝刊

16
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総死亡者数

総検案死亡者数 一人暮らし死亡者数 65歳以上一人暮らし死亡者数

小計 男性 女性 小計 男性 女性 小計 男性 女性

27,518 4,440 2,981 1,559 2,424 1,770 654 1,662 1,007 525

・総検案死亡者数の内一人暮らし死亡者の占める割合 ５４．６％

・一人暮らし死亡者数の内65歳以上死亡者の占める割合 ６６．９％

・総検案死亡者数の内65歳以上一人暮らし死亡者の占める割合 ３６．５％

平成27年度 大阪府監察医事務所 独居高齢死亡者数

一日平均
独居死亡者 ６．６人
６５歳以上独居死亡者 ４．４人

男性＞女性
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項目 高リスク者 備考

１
居住

状況
独居者

独居者は異変の対応ができない

（通報がおくれる）

２ 性別 男性
男性73.5％ 女性26.5％

特に中期、長期は男性が顕著

３ 年齢 前期高齢者
65～74歳の年齢層が最も多い

比較的年齢が若い場合、予期せぬ死である為、対応が遅れる

４ 住居 集合住宅
団地、マンション、アパート

簡易宿泊所 等

５
収入

状況
無職

年金・生活保護受給者、無収入者

中・長期の場合は、生活保護受給者、無収入者の割合が高い

６ サービス利用 介護サービスの利用無 介護サービス等の利用者は発見が早い

７ 他者との関係 薄い
親族や知人との関係が薄い

まわりとの接点が少ない

８ 居住地 偏りがある 特筆して高い区や地域が見受けられる

データによる孤立死（孤独死）リスク者



家

地域社会

家
職場

地域社会

家

地域社会

家
職場

地域社会
〔男性〕 〔女性〕

高齢世代
（退職後）

現役世代

20

男性が多いのはなぜ？
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〇おひとりさま老後
上野千鶴子

＊＊＊
結婚していようがいまいが、だれでも
最後はひとり。
知恵と工夫があれば、老後のひとり暮
らしはもう怖くない！
「おひとりさま」ブームを巻き起こし
た75万部のベストセラーに。

〇孤独のすすめ
五木寛之

＊＊＊＊＊
100歳以上の高齢者が6万人を超え、団塊の世代が
70歳を迎える今、新たな「老い方」を考えることは
日本にとって、私たち一人ひとりにとって最も重要な
課題であるといえます。しかし、「高齢になっても
元気に前向きに」は誰もができることではありません。
老いにあらがわず、等身大に受け止め、工夫して
楽しむ。「嫌われる、迷惑をかえｋる老人」になら
ないなど「賢老」という生き方のために日々実践できる
ことを、84歳の著者自らの体験を交えながら綴った1冊。

〇極上の孤独
下重暁子

＊＊＊＊＊
現代では「孤独＝悪」だというイメージが強く、
たとえば、孤独死は「憐れだ」「ああはなりたく
ない」と一方的に忌み嫌われる。しかし、それは少し
おかしくないか。そもそも孤独でいるのは、まわりに
自分を合わせるくらいなら一人でいるほうが何倍も
愉しく充実しているからで、成熟した人間だけが到達
できる境地である。（中略）
一人をこよなく愛する著者が、孤独の効用を語り
つくす。

〇「ひとり」の哲学
山折哲雄

＊＊＊＊＊
現代人よ、「孤独」をそんなに悪者にするな！
「孤独老人」「孤独死」など、まるで「ひとり」が
社会悪であるかのように世間は言う。が、人は所詮、
一人で生まれ、ひとりで死ぬ。「孤独」と向き合う
ことで、より豊かな生を得ることができるのだ。
親鸞、道元、日蓮、一遍など先達の生きざまを振り
返り、日本思想の源流ともいえる「ひとりの覚悟」
に光を当てる。

〇「ひとり老後」の楽しみ方
保坂隆
＊＊＊＊＊

日本では単身世帯が家族世帯を上回り、いまや
65歳以上の高齢者のうち、男性の10人に1人、
女性の5人に1人は一人で暮らしている。今後も
この傾向は加速するようだ。
「ひとり暮らしの老後」というとどこかうら寂
しいイメージがつきものだったが、この考え方
は、もう古い。（中略）
人生の終盤で手に入れた誰にも邪魔されない
日々を、徹底的に楽しむためのヒントが
見つかる。

〇おひとりさまの最期
上野千鶴子

＊＊＊＊＊
ベストセラー『おひとりさまの老後』から8年。
その後、おひとりさまは増える一方です、著者も
親しかった友人の死を身近に経験して、「そうか、
死は遠くにあるんじゃなくて、隣にあるんだ」
・・・という気持ちになりました。そして「次は
いよいよ私の番だ」。
ではおひとりさまの私は、どのように住み慣れた
家での「在宅死」ができるのか？一人で死んでも
「孤独死」とは呼ばれたくない。（中略）
本書は「在宅ひとり死」のおススメの本です。

ところで、本屋さんでは、
終活本や孤独本等の本が並んでいるが・・・

※各書籍の内容は、ネット便の書評から引用

「孤独死」の「孤独」
同じ「孤独」？
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【広辞苑】
①みなし子と置いて子なき者。
②仲間のないこと。ひとりぼっち。
〔孤独死〕看取る人もなく一人ぼっちで死ぬこと。

【小学館国語辞典】
①みなし子と、年をとって子どものないひとり者。
また、身寄りのない者。ひとりぼっち、ひとり人。
②《形容動詞》精神的なよりどころのない人、
心の通じ合う人などなく、さびしいこと。
また、そのようなさま。

【和英辞典】
（独りぼっちで寂しい） lonely (Loneliness)
（ただ一人） alone
（仲間や連れがなくただ一人） solitary(solitude)

【広辞苑】
他とかけ離れて、それだけであること。
ただひとりで助けのないこと。
〔孤立系〕孤立した物理系。他の物理系と全く相互作用の
ない一つの極限として想定されたもの。
〔孤立主義〕他国や他人の事に干渉しない主義。
第2次大戦までアメリカ外交政策の伝統。
〔孤立無援〕孤立してしまい、どこからもまったく助けが
得られないこと。

【小学館国語辞典】
①他から離れて一つだけ立っていること。また、仲間が
なく一人ぼっちなこと。他の助けがなくただ一人でいること。
②対立するもののないこと。対応するものがないこと。
主として、「孤立主義」などと法律上の語として用いられる。

【和英辞典】
（孤立している） isolated (isolation)
（単独で） alone

孤 独 孤 立

「孤独」と「孤立」 の違いは？

（外国では“KODOKUSI”などという単語も使われているらしい）
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熟語的な使われ方をしている「孤独死」だが、本来、社会的孤立状態に陥り、

発見まで時間を要した場合は、いわゆる「孤立死」と表現する方が適格と考えられる。

（厚生労働省では、「孤立死」を使っている）

「個人が孤立するのは、個人を他者とむすびつけていた絆が弛緩したか、

または断ち切られたためであり、また、個人と社会の接点において、

社会が十分強固に統合されていないためである。人びとの意識を切り

離し、互いによそよそしくさせているこの空隙は、正に社会組織の

弛緩のまねいた結果にほかならない。」 （デュルケーム╱宮島訳 1980：352）

社会的に孤立するとは・・・

孤立死（孤独死）を防ぐためには、社会的孤立の解消が有効



テーマ

「孤社会的孤立の軽減」

支援体制をつくる
つながりをつくる

地 域 社 会

24
情報を伝える

ニーズを伝える

行政サービス
介護サービス
医療サービス
社会福祉法人
関連企業

・
・
・

地縁団体
NPOや
ボランティア団体
サークル活動
近隣住人

・
・
・

伝達するのは誰が
担うのか？

社会的に孤立軽減への
事例
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私 の 連 絡 先

名 前 生年月日 年 月 日

緊急連絡先
名前 電話番号

名前 電話番号

かかりつけ医

名称 電話番号

担当医名 電話番号

介護サービス

施設名 電話番号

担当者名 電話番号

備 考

（既往症名・服薬名等）

当事者であるわたしにできること

これらは、最低限の、
そしてとても大切な
情報です！

どこかにしまい込むのではなく、
目につくところに貼って
おきましょう！！
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私 の 連 絡 先

名 前 生年月日 年 月 日

緊急連絡先
名前 電話番号

名前 電話番号

かかりつけ医

名称 電話番号

担当医名 電話番号

介護サービス

施設名 電話番号

担当者名 電話番号

備 考

（既往症名・服薬名等）

当事者がであるわたしにできること


