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はじめに
• 本資料は、「統計でみるきょうとのすがた2020」に紙⾯の都合上、掲載しき
れなかった分析を掲載しています。統計の普及啓発のみならず、証拠に基
づく政策⽴案(Evidence Based Policy Making / EBPM)に資することも⽬
的としています。府内市町村および他の⾃治体におけるEBPMの実施にあ
たって、きっかけやヒントとなれば幸いです。

• 分析にあたっては、政府統計の総合窓⼝(e-Stat)、国⽴社会保障・⼈⼝
問題研究所等のウェブサイトから⼊⼿可能なオープンデータのみを⽤いていま
す。
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京都府の⼈⼝推移と将来推計⼈⼝

京都府の⼈⼝推移と将来推計⼈⼝

• 京都府の総⼈⼝は、令和元年10⽉1⽇時点
で2,583,140⼈となっています。

• 国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所の将来推
計⼈⼝では、京都府においても全国的な少
⼦化の影響もあり、2045年には2,136,807⼈
程度になると推計されています。

2019年
2,583,140⼈

2045年
2,136,807⼈

出典：京都府統計書、国勢調査(総務省)、将来推計⼈⼝(国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所)

(千⼈)
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都道府県別 社会増減率×⾃然増減率(2018年)

(%)

(%
)

出典：住⺠基本台帳に基づく⼈⼝、⼈⼝動態及び世帯数調査(総務省) を基に加⼯

2019年に⾃然増か
つ社会増となってい
るのは、沖縄県のみ

⾃然減かつ社会減

⾃然増かつ社会増
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y = 0.6328x + 0.2469
R² = 0.2807
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全国市区町村 社会増減率×⾃然増減率(2018年)
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相関係数

R = 0.53

出典：住⺠基本台帳に基づく⼈⼝、⼈⼝動態及び世帯数調査(総務省) を基に加⼯

• ⾃然増減率と社会増減率には正の相関が
⾒られる。
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社会増減率×⾃然増減率 密度の可視化

Seaborn(Python) ggplot(R Studio)

⾃然増減率(%)
社

会
増

減
率

(%
)

• PythonのSeabornおよびRのggplotを⽤いて、密度の可視化を⾏った。
• ⾃然増減率は-0.4%付近、社会増減率は-0.1%付近の密度が⾼いことを⽰している。

社
会

増
減

率
(%

)

⾃然増減率(%)
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⾃然増減率と社会増減率の可視化(2018年)

出典：住⺠基本台帳に基づく⼈⼝、⼈⼝動態及び世帯数調査(総務省)を基にQGISで可視化

社会増減率 ⾃然増減率
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0-9歳 10-19歳 20-29歳 30-39歳
40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳
80-89歳 90歳以上 合計

京都府における年齢階級別転⼊超過状況(2019年)

出典：住⺠基本台帳移動報告(総務省)を加⼯

37の道県から転⼊超過
9の都府県へ転出超過

(⼈) 10歳階級別転⼊超過状況(男⼥計)
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京都府の0-14歳(⼦育て世帯の帯同者)の転出⼊状況(2019年)

(⼈)
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0-14歳の転出⼊状況(男⼥計)
0-4歳 5-9歳 10-14歳

0-4歳の滋賀県転出
が特に多い。
▲324⼈はどれほどの
インパクトがあるか？
(次⾴で検証)

出典：住⺠基本台帳移動報告(総務省)を加⼯
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直近3年間では、府内⼦育て世帯の社会増減はほとんどない

0-4歳 5-9歳 10-14歳 合計

府の⼈⼝ 95,978 104,169 109,858 310,005

転⼊超過数 ▲179 63 53 ▲63

割合(%) ▲0.19 0.06 0.05 ▲0.02

• ⼦育て世帯の動きを直接把握できるデータがないため、
⼦育て世帯の世帯員である0-14歳の⼦供の⼈⼝移動
に着⽬し、⼦育て世帯の動きを推定

• 前⾴の滋賀県への0-14歳の転出▲324⼈は、2019年
0-14歳⼈⼝310,005⼈に対して、▲0.1%程度。

• 京都府と他の都道府県(46都道府県)との間の0-14歳
の⼈⼝の出⼊りは、3年間で累計▲52⼈(0.0%)と、⼦
育て世帯の社会増減はほぼないとみられる。

0-4歳 5-9歳 10-14歳 合計

府の⼈⼝ 98,242 105,861 110,557 314,660

転⼊超過数 ▲161 ▲100 55 ▲206

割合(%) ▲0.16 ▲0.09 0.05 ▲0.07

0-4歳 5-9歳 10-14歳 合計

府の⼈⼝ 99,661 107,091 111,803 318,555

転⼊超過数 78 125 14 217

割合(%) 0.08 0.12 0.01 0.07

2017年

2018年

2019年

出典：⼈⼝動態調査(厚⽣労働省)及び
住⺠基本台帳に基づく⼈⼝、⼈⼝動態及び世帯数調査(総務省) を基に加⼯
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京都府庁周辺(上京区)の⼦育て世帯の分布

出典：平成27年国勢調査結果をもとにjSTAT MAP(総務省)で可視化
国⼟地理院地図を使⽤

250mメッシュ 上位抽出後

• 総務省統計局が提供する地図で⾒る統計(jSTAT MAP)を使えば、⼩地域や250mメッシュで統計データを地図上に表⽰できる。
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府北部地域
75歳以上⼈⼝の分布

国⼟地理院地図を使⽤
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順位

1 ⼤阪府 121 愛知県 180 兵庫県 199 奈良県 115 愛知県 62 東京都 78 東京都 75 千葉県 11 兵庫県 21 福岡県 5

2 奈良県 90 静岡県 140 広島県 188 愛知県 66 岡⼭県 34 愛知県 39 神奈川県 27 ⼤阪府 11 福岡県 15 島根県 5

3 愛知県 68 福岡県 126 奈良県 183 ⻘森県 34 宮城県 29 奈良県 34 愛知県 22 和歌⼭県 9 岡⼭県 9 ⿅児島県 4

4 三重県 34 兵庫県 122 岡⼭県 178 愛媛県 26 岐⾩県 28 神奈川県 21 宮城県 12 奈良県 9 和歌⼭県 5 和歌⼭県 3

5 北海道 29 北海道 116 福岡県 156 三重県 23 三重県 27 ⻑野県 14 千葉県 10 三重県 8 北海道 5 広島県 3

6 東京都 17 広島県 89 徳島県 117 ⻑野県 19 茨城県 23 福岡県 13 群⾺県 6 宮城県 4 ⿃取県 5 ⾼知県 3

7 徳島県 13 愛媛県 83 福井県 116 ⾹川県 15 沖縄県 23 埼⽟県 13 茨城県 6 ⻑野県 4 島根県 5 三重県 3

8 栃⽊県 12 沖縄県 81 ⼤分県 103 埼⽟県 14 奈良県 22 新潟県 13 埼⽟県 5 ⾹川県 4 福井県 5 ⿃取県 2

9 埼⽟県 12 ⼤阪府 76 和歌⼭県 97 徳島県 12 ⻘森県 22 千葉県 13 和歌⼭県 5 北海道 4 宮城県 4 ⾹川県 2

10 愛媛県 12 三重県 75 愛媛県 83 和歌⼭県 12 広島県 20 三重県 12 岐⾩県 4 静岡県 4 ⾹川県 4 宮城県 1

30-39歳20-29歳10-19歳0-9歳 90歳以上80-89歳70-79歳60-69歳50-59歳40-49歳

京都府への転⼊超過ランキング(2019年)

出典：住⺠基本台帳移動報告(総務省)を加⼯

(⼈)

• 10-29歳で転⼊超過数が多く、30歳以降では少なくなる傾向がある。
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京都府からの転出超過ランキング(2019年)

出典：住⺠基本台帳移動報告(総務省)を加⼯

(⼈)

• 20-29歳で転出超過数が多く、40歳以降では少なくなる傾向がある。

順位
1 滋賀県 -301 東京都 -69 ⼤阪府 -1923 ⼤阪府 -750 ⼤阪府 -181 ⼤阪府 -80 滋賀県 -35 滋賀県 -83 滋賀県 -40 ⼤阪府 -14

2 兵庫県 -68 神奈川県 -16 東京都 -1778 滋賀県 -471 東京都 -42 兵庫県 -15 奈良県 -28 兵庫県 -25 神奈川県 -26 兵庫県 -13

3 福岡県 -37 ⻘森県 -2 神奈川県 -607 東京都 -184 神奈川県 -32 和歌⼭県 -14 ⿅児島県 -16 東京都 -14 東京都 -19 東京都 -12

4 ⿅児島県 -27 島根県 -1 千葉県 -271 兵庫県 -93 滋賀県 -31 ⿅児島県 -12 静岡県 -14 福岡県 -11 ⼤阪府 -18 奈良県 -8

5 広島県 -22 ⼭梨県 -1 愛知県 -267 神奈川県 -59 ⻑野県 -19 沖縄県 -11 広島県 -14 岡⼭県 -9 埼⽟県 -16 愛知県 -7

6 神奈川県 -16 ⽯川県 1 滋賀県 -145 島根県 -44 兵庫県 -17 ⻑崎県 -10 兵庫県 -13 熊本県 -9 奈良県 -15 神奈川県 -6

7 熊本県 -15 茨城県 8 埼⽟県 -132 ⽯川県 -35 ⿅児島県 -17 ⼤分県 -8 宮崎県 -12 神奈川県 -9 千葉県 -12 千葉県 -5

8 島根県 -12 富⼭県 10 茨城県 -54 沖縄県 -27 熊本県 -12 ⾹川県 -8 徳島県 -9 愛媛県 -8 ⽯川県 -6 静岡県 -4

9 ⻑崎県 -12 秋⽥県 14 静岡県 -44 福岡県 -26 島根県 -11 栃⽊県 -6 福岡県 -9 埼⽟県 -8 沖縄県 -2 滋賀県 -3

10 静岡県 -11 岩⼿県 15 沖縄県 -34 茨城県 -18 ⽯川県 -10 北海道 -6 ⼤分県 -8 沖縄県 -5 ⿅児島県 -2 ⽯川県 -3

40-49歳 50-59歳 60-69歳 70-79歳 80-89歳 90歳以上0-9歳 10-19歳 20-29歳 30-39歳



市区町村 総数 0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜24歳 25〜29歳 30〜34歳 35〜39歳 40〜44歳 45〜49歳 50〜54歳 55〜59歳 60〜64歳 65〜69歳 70〜74歳 75〜79歳 80〜84歳 85〜89歳 90歳以上
北区 0.0 2.1 0.7 0.4 7.5 -6.2 -4.2 -0.9 0.4 0.5 0.4 0.1 0.2 0.4 0.2 0.3 -0.1 -0.8 -0.5 0.5
上京区 0.2 0.7 0.9 -0.1 12.1 0.3 -5.5 -2.4 -0.7 0.2 0.5 0.3 0.8 0.8 0.1 -0.2 -0.2 0.2 -0.2 -0.8
左京区 -0.1 0.5 -0.3 0.3 8.6 0.3 -6.8 -1.3 -0.2 -0.6 0.6 -0.2 -0.2 -0.1 0.0 -0.2 -0.1 0.0 -0.2 -0.9
中京区 0.1 -2.1 0.7 0.2 1.2 7.2 -2.2 -0.1 -1.9 0.0 0.4 0.6 -0.2 -0.1 0.0 -0.2 -0.1 0.2 -0.6 -1.2
東⼭区 -0.3 -4.1 0.6 0.4 7.2 5.5 -0.2 -2.8 -2.1 -1.2 -0.9 -0.4 0.1 -0.9 -0.6 -0.8 -0.7 -0.9 -0.6 -3.0
下京区 -0.1 -3.1 -1.2 0.3 3.4 10.6 -0.9 -2.6 -2.1 -0.3 0.0 0.0 -0.2 0.2 -0.8 -0.9 -0.5 -0.6 -1.4 -2.5
南区 0.0 -4.1 -1.0 0.0 1.2 5.2 1.4 -2.5 -0.9 -0.2 0.0 0.8 -0.7 -0.1 0.2 0.3 -0.1 -0.4 0.7 1.4
右京区 0.0 -0.7 0.1 0.0 2.7 -0.1 -1.4 -0.7 -0.4 0.3 0.0 0.1 -0.1 0.3 -0.1 0.3 0.0 0.2 0.9 0.4
伏⾒区 -0.2 -1.7 -0.5 -0.2 -0.8 -0.2 -1.5 -0.9 0.1 0.0 -0.1 0.2 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.4 0.4 0.8
⼭科区 0.3 -2.6 -0.5 -0.3 1.7 2.9 -0.2 0.2 0.1 0.1 0.4 0.6 0.0 0.2 0.3 0.2 0.0 0.2 0.5 0.7
⻄京区 -0.1 -0.7 -0.1 0.4 0.3 1.3 -0.1 -1.6 -0.6 -0.7 -0.3 -0.2 0.2 -0.5 0.0 0.2 0.2 0.3 0.2 1.3
福知⼭市 -0.5 -2.7 -1.2 -0.4 0.1 -1.6 -1.2 -1.7 -0.9 -0.5 -0.3 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 -0.2 -1.4
舞鶴市 -0.6 -2.8 -0.7 -0.3 5.0 -8.3 -0.5 -1.3 -1.0 0.1 0.1 -0.6 -0.5 -0.2 -0.2 0.1 -0.5 -0.4 -0.5 -1.5
綾部市 -0.2 2.1 -1.0 -0.1 -0.8 -3.2 0.3 0.1 -0.4 -0.9 -0.5 -0.3 -0.1 0.1 0.4 0.4 0.0 -0.2 -0.5 -0.4
宇治市 -0.4 0.3 0.2 0.2 0.8 -2.4 -4.5 -1.0 -0.8 -0.3 0.4 -0.3 -0.3 0.0 -0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.1 -0.3
宮津市 -0.3 2.1 1.3 0.4 -3.2 -9.0 -2.6 2.3 -2.1 0.0 -0.1 0.8 0.0 0.7 0.0 0.3 0.1 -0.3 -0.3 -0.4
⻲岡市 -0.4 2.7 0.5 0.3 -0.3 -4.9 -2.5 -0.4 -0.4 0.1 -0.5 -0.6 0.0 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 0.4 -0.1 1.0
城陽市 -0.2 2.0 0.5 0.1 0.1 -2.7 -1.1 1.0 0.4 -0.5 -0.3 0.0 0.2 -0.3 -0.3 -0.2 -0.4 -0.8 -0.3 1.0
向⽇市 -0.1 1.5 1.0 -0.2 -0.3 -3.3 0.8 0.0 1.4 -0.3 0.1 -0.2 0.1 -0.4 -0.3 -0.3 -0.5 -0.1 -0.1 -0.6
⻑岡京市 -0.2 1.0 0.4 0.0 -0.5 -0.5 -1.3 0.7 -0.2 -0.2 -0.5 0.1 -0.4 -0.5 -0.4 -0.2 -0.3 0.0 -0.4 -1.3
⼋幡市 -0.4 0.1 -0.8 -0.2 0.7 -0.2 -3.4 -2.2 -0.8 -0.2 0.1 -0.1 0.0 -0.1 -0.1 0.1 -0.3 -0.4 0.1 -1.6
京⽥辺市 0.6 3.9 1.5 0.3 2.0 -5.0 0.2 3.2 1.9 1.2 0.2 0.2 0.8 0.2 0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.2 1.9
京丹後市 -0.4 1.8 0.8 -0.2 -2.6 -9.6 0.2 0.8 0.2 0.9 -0.3 -0.2 -0.2 0.3 0.1 0.0 -0.3 -0.1 -0.2 -0.6
南丹市 -0.4 -2.2 -0.2 -0.9 4.6 -2.9 -5.3 -2.8 -0.8 -0.3 0.6 0.1 0.3 0.5 0.0 0.1 0.2 0.1 -0.2 -0.4
⽊津川市 1.2 5.6 1.4 0.3 0.0 -2.7 4.5 4.1 1.7 0.8 0.1 1.1 0.9 0.1 0.5 0.5 0.8 1.1 0.9 2.5
⼤⼭崎町 0.6 0.9 0.0 -0.1 0.9 -1.6 6.7 2.9 1.9 0.4 0.0 -0.2 -0.1 0.3 0.0 0.3 -0.8 -0.4 -0.7 0.0
久御⼭町 -0.8 -3.1 -2.3 0.5 -1.6 1.1 -0.3 -2.1 -2.2 -0.3 -2.1 -1.3 0.4 -1.2 -0.2 -0.4 0.1 -0.6 -0.3 1.2
井⼿町 0.0 -1.6 -0.4 0.7 4.5 7.2 -1.8 -5.0 -1.0 -3.2 0.0 -0.4 -1.1 -0.4 0.3 0.5 0.4 0.2 -0.4 -1.0
宇治⽥原町 -0.3 1.4 1.0 0.0 0.4 -2.2 -4.2 0.8 2.2 -1.1 -0.3 -1.2 0.0 -0.6 0.3 -0.7 0.0 0.0 -1.2 -0.9
笠置町 -1.4 -15.4 0.0 0.0 -2.5 -11.6 -13.3 -9.1 3.6 0.0 0.0 -3.6 1.5 0.0 0.6 0.0 -1.6 0.0 0.0 2.0
和束町 -0.9 0.0 1.0 0.9 -1.4 -10.2 -8.9 -1.5 -0.6 -1.5 0.9 -1.5 0.0 -0.3 0.0 -0.5 0.3 -0.4 -1.1 -2.4
精華町 -0.3 2.0 1.4 -0.4 -0.5 -3.7 -4.8 0.0 1.1 0.1 0.1 -0.3 -0.8 -0.2 0.0 0.1 -0.1 0.1 0.0 -0.3
南⼭城村 -1.3 7.0 0.0 2.7 -4.8 -8.2 -11.0 -5.3 1.1 0.0 0.0 -1.3 0.0 -0.4 -0.6 -1.1 -0.4 -1.6 -2.2 -3.2
京丹波町 -0.6 4.4 -0.5 -0.2 -1.9 -9.7 -7.6 -1.3 1.0 -0.7 0.6 0.5 0.3 0.2 -0.1 0.5 -0.2 -0.2 0.0 0.0
伊根町 -0.4 0.0 7.0 2.3 3.1 -2.6 -4.1 -3.8 1.2 4.7 0.0 -0.9 0.0 0.6 0.0 -0.6 0.0 -2.6 -3.5 -2.8
与謝野町 -1.0 -1.4 -0.3 0.1 -4.3 -12.1 -2.0 -1.5 -0.7 -0.6 -0.3 0.4 0.3 0.1 -0.2 -0.3 0.1 -0.5 0.0 0.4

京都府 転⼊超過率⼀覧(2019年)

出典：住⺠基本台帳⼈⼝移動報告(総務省) 及び 住⺠基本台帳に基づく⼈⼝、⼈⼝動態及び世帯数調査(総務省)
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合計特殊出⽣率に係る分析

合計特殊出⽣率 = + + +…

15歳の⼥性⼈⼝ 16歳の⼥性⼈⼝

15歳の⼥性が出産
した⼦供の⼈⼝

16歳の⼥性が出産
した⼦供の⼈⼝

49歳の⼥性⼈⼝

49歳の⼥性が出産
した⼦供の⼈⼝

= 
• ⾏政における様々な課題の中から、ケーススタディとして「合計
特殊出⽣率」をテーマとして分析

• 次⾴以降、どのような要因が合計特殊出⽣率の⾼低に影響
を与えているかを分析する。
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特徴量(説明変数) Stepwise法

15-19歳の転⼊超過率(⼥性) 15-19歳の転⼊超過率(⼥性)

20-24歳の転⼊超過率(⼥性) 20-24歳の転⼊超過率(⼥性)

25-29歳の転⼊超過率(⼥性) 25-29歳の転⼊超過率(⼥性)

30-34歳の転⼊超過率(⼥性)

35-39歳の転⼊超過率(⼥性)

40-44歳の転⼊超過率(⼥性)

45-49歳の転⼊超過率(⼥性)

15-19歳の転⼊超過率(男性) 15-19歳の転⼊超過率(男性)

20-24歳の転⼊超過率(男性) 20-24歳の転⼊超過率(男性)

25-29歳の転⼊超過率(男性)

30-34歳の転⼊超過率(男性)

35-39歳の転⼊超過率(男性)

40-44歳の転⼊超過率(男性) 40-44歳の転⼊超過率(男性)

45-49歳の転⼊超過率(男性) 45-49歳の転⼊超過率(男性)

14
変数

7
変数

Stepwise法

重回帰分析による要因分析(京都府)

• 今回の分析では、「住⺠基本台帳⼈⼝移動報告(総務省)」
及び「住⺠基本台帳に基づく⼈⼝、⼈⼝動態及び世帯数調
査(総務省)」から⼊⼿・加⼯した、京都府の2016-2018年の市
区町村ごとの男⼥別5歳階級別転⼊超過率のデータを⽤いた。

• AICを⽤いたStepwise法により特徴量(説明変数)を絞り、重
回帰分析を⾏った。

出典：住⺠基本台帳⼈⼝移動報告(総務省) 及び 住⺠基本台帳に基づく⼈⼝、⼈⼝動態及び世帯数調査(総務省)
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Value Estimate VIF Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 1.459 0.019 78.143 <0.001 ***
15-19歳の転⼊超過率(男性) 2.281 2.963 0.704 3.241 0.002 **
20-24歳の転⼊超過率(男性) 2.116 3.392 0.795 2.663 0.009 **
40-44歳の転⼊超過率(男性) -3.160 1.212 1.545 -2.045 0.044 *
45-49歳の転⼊超過率(男性) -5.433 1.154 2.697 -2.014 0.047*
15-19歳の転⼊超過率(⼥性) -4.180 3.522 0.851 -4.912 <0.001 ***
20-24歳の転⼊超過率(⼥性) -1.186 1.978 0.342 -3.466 <0.001 ***
25-29歳の転⼊超過率(⼥性) 2.960 2.835 0.712 4.155 <0.001 ***

*** p-value<0.001   ** p-value<0.01    * p-value<0.05

Residual standard error: 0.1365 on 82 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.6811
Adjusted R-squared:  0.6539
F-statistic: 25.02 on 7 and 82 DF
p-value: < 0.001

重回帰分析出⼒結果(京都府)

• 合計特殊出⽣率に対して、25-29歳の⼥
性の転⼊超過が最もプラスの影響を与え
ていることがわかる。(回帰係数[Estimate]
が最⼤)

• 都道府県毎に傾向が異なる場合があるの
で留意が必要
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決定⽊(Decision Tree)による要因分析(京都府)

• 決定⽊分析においては、⼥性15-19歳、25-29歳及び30-34歳の転⼊超過率が、重要な特徴量で
あるとの結果となった。

転⼊超過率
3.3%未満の
場合

転⼊超過率
3.3%以上の
場合

凡例
F1519 : 15-19歳の⼥性(Female)の転⼊超過率
M2529 : 25-29歳の男性(Male)の転⼊超過率
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機械学習アルゴリズムによる要因分析(京都府)

• 機械学習アルゴリズム(AI)の代表的な⼀つである「Random 
Forest(ランダムフォレスト)」を⽤いた。

• 重要度(Importance)に正負の区別はない。

• ランダムフォレスト分析では、上位から、⼥性の15-19歳及び
25-29歳、男性の25-29歳の転⼊超過率が重要な特徴量
であるとの結果となった。

Random Forest Importance

0.103

0.114

0.127

0.128

0.131

0.137

0.170

0.194

0.252

0.361

0.444

0.655

0.809

1.002

0.000 0.200 0.400 0.600 0.800 1.000 1.200

M4549

M3034

F4549

F4044

M3539

M2024

M4044

F3539

M1519

F3034

F2024

M2529

F2529

F1519

凡例
F1519 : 15-19歳の⼥性(Female)の転⼊超過率
M2529 : 25-29歳の男性(Male)の転⼊超過率
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0.0

0.5

1.0

1.5

2.0
農林漁業

鉱業，採⽯業，砂利採取業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・⽔道業

情報通信業

運輸業，郵便業

卸売業，⼩売業

⾦融業，保険業不動産業，物品賃貸業

学術研究，専⾨・技術サービス業

宿泊業，飲⾷サービス業

⽣活関連サービス業，娯楽業

教育，学習⽀援業

医療，福祉

複合サービス事業

サービス業（他に分類されないもの）

京都府
全国

1.81

京都府における産業特化係数

特化係数とは
地域の特定の産業への特化度合いを測る指標。1.0
が全国⽔準を意味している。

1.17

• 平成28年経済センサス活動調査の従業者数
を⽤いて京都府の特化係数を算出し、特化し
ている産業をみると、「教育，学習⽀援業」が
1.81と全国⽔準よりも8割も⾼いことがわかりま
す。続いて「宿泊業，飲⾷サービス業」が1.17と
全国⽔準よりも2割ほど⾼くなっています。

出典：平成28年経済センサス活動調査(総務省)

産業Aの従業者の特化係数

=
地域の産業Aの従業者⽐率
全国の産業Aの従業者⽐率

京都府の産業⼤分類別産業特化係数



Kyoto Planning and Statistics Division / Kyoto Data Science Lab 22

細分類別産業特化係数

• 産業の細分類による内訳をみると、 「教育，学習⽀援
業」では「⽣花・茶道教授業」、「⼤学」等が、 「宿泊業，
飲⾷サービス業」では、「料亭」、「⽇本料理店」等が全
国⽔準を⼤きく上回っています。

• これらの結果は、京都が、⽂化の街であり、学⽣の街で
あり、観光の街であることを反映しているとみられます。こ
れらはまさにイメージ通りですが、「お好み焼き・焼きそば・
たこ焼き店」も全国⽔準を⼤きく上回るなど、意外な結
果を知ることができるのも統計の魅⼒です。

出典：平成28年経済センサス活動調査(総務省)を加⼯し、QGISで可視化

京都府の産業細分類別産業特化係数

1.39 

1.56 

1.77 

2.13 

2.64 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

旅館，ホテル

喫茶店

⽇本料理店

お好み焼・焼きそば・たこ焼店

料亭

宿泊業，飲⾷サービス業の細分類

1.29 

1.54 

1.55 

2.85 

3.04 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

短期⼤学

学習塾

博物館，美術館

⼤学

⽣花・茶道教授業

教育，学習⽀援業の細分類
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京都府の伝統産業の特化係数

2.62 

3.04 

3.66 

5.04 

6.34 

9.39 

11.18 

14.56 

15.82 

16.57 

18.64 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

紙器製造業

⽣花・茶道教授業

製茶業

織物卸売業（室内装飾繊維品を除く）

袋物製造業（ハンドバッグを除く）

織物整理業

うちわ・扇⼦・ちょうちん製造業

和装製品製造業（⾜袋を含む）

ネクタイ製造業

絹・⼈絹織物業

織物⼿加⼯染⾊整理業

京都府の伝統産業の特化係数

1位

1位

2位

2位

2位

2位

2位

1位

3位

• 京都府の伝統に関する産業について、従業員数
を⽤いた特化係数でみると「織物⼿加⼯染⾊整
理業」、「ネクタイ製造業」及び「⽣花・茶道教授
業」が全国1位となっています。

• 和装に関する産業について、軒並み全国⽔準を
⼤きく上回っており、京都府の特⾊を表していると
いえます。織物では、府北部地域を中⼼とした
「丹後ちりめん」、府南部地域を中⼼とした「⻄陣
織」が有名です。

• 製茶業についても、静岡県、⿅児島県に次ぐ全
国3位となっており、京都府の「宇治茶」が全国的
に有名です。

全国 1位

2位

出典：平成28年経済センサス活動調査(総務省)
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繊維⼯業の特化度合いの可視化

• 繊維⼯業の特化度合いを⽰す特化係数を算出
し、QGISを⽤いて可視化

• 丹後ちりめんが有名な京丹後地域と、⻄陣織が
有名な京都市域で⾼くなっている。

出典：平成28年経済センサス活動調査(総務省)を加⼯し、QGISで可視化

分位数(Quantile)による分類
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有効求職者数と⽣産年齢⼈⼝の関係(全国)

相関係数

R = 0.98

• ⽣産年齢⼈⼝と有効求職者数には、
強い正の相関が⾒られる。

出典：⼀般職業紹介状況(厚⽣労働省)、住⺠基本台帳に基づく⼈⼝、⼈⼝動態及び世帯数調査(総務省)を加⼯

有効求職者数(対数変換値)

⽣
産

年
齢

⼈
⼝

(対
数
変
換
値

)
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(京都府) 有効求⼈倍率 × ⽣産年齢⼈⼝(2006 – 2018年)

出典：職業安定業務⽉報(京都労働局)、住⺠基本台帳に基づく⼈⼝、⼈⼝動態及び世帯数調査(総務省)を加⼯
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安定所別 有効求⼈倍率 × ⽣産年齢⼈⼝ 推移(2006 – 2018年)

出典：職業安定業務⽉報(京都労働局)、住⺠基本台帳に基づく⼈⼝、⼈⼝動態及び世帯数調査(総務省)を加⼯

• 有効求⼈倍率と⽣産年齢⼈⼝の関
係については、地域により特⾊がみら
れる。
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使⽤ツール

• R Studio
主な使⽤ライブラリ：randomForest、ggplot2、rpart、partykitなど

• Python
主な使⽤ライブラリ：matplotlib、pandas、seabornなど

• Microsoft Excel

• QGIS

• 地図で⾒る統計(jSTAT MAP)
総務省統計局提供


