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Ⅰ．調査概要 

 厚生労働行政推進調査事業：コロナ禍における子どもへの影響と支援方策のための横断的

研究 

 調査の目的 

本調査の目的は、新型コロナウイルス感染症により生じた社会システムの急激な変化による子どもの

生活への影響について、以下の調査から検討し、政策提言を行うことである。（１）新型コロナウイルス

感染症の影響を検討する保護者とその子どもを対象とした調査（以下、保護者調査・子ども調査）、（２）

困難を抱える子どもの対応をする機関の実態把握・対応状況の変化を検討するための調査（以下、機関調

査）。 

本研究では、上述した２つの調査をとおして、新型コロナウイルスが招いた災難や危機的状況（以下、

「コロナ禍」）の影響を受けて困難を抱えている子どもの実態を明らかにし、声を上げにくい子どもを主

体とした社会的課題の同定を目指す。具体的には、保護者調査によって、親の就労状況の変化等の全体像

を把握し、機関調査によって、経済的な問題に加えて、虐待や親の精神疾患等の多重的に困難を抱える深

刻な子どもに対応する児童相談所・一時保護所、市町村（児童相談・母子相談部門、母子保健部門、教育

委員会、学校）等の機関の実態と対応状況を把握する。そして、保護者、機関の実態を踏まえた対応策に

ついて、感染症による特徴的な変化を同定することで、これまでの自然災害に加え、新たに感染症対応に

関して独立した子ども支援計画の設定や方向性を示し、また通常課題に対する対策のなかで、より強化す

べき方向性を明確化し新たな示唆を提言する。 

 

 調査方法 

保護者調査・子ども調査は、研究代表者・共同研究者が調査票を設計し、インターネット調査会社に調

査を委託して実施した。保護者調査・子ども調査では、調査を委託するインターネット調査事業者のモニ

ターの中から、0～19 歳未満（2020 年 10 月時点）の子どもを持つ保護者を対象とした。保護者調査は、

0～19 歳未満（2020 年 10 月時点）の子どもを持つ保護者の中から調査に協力ができるモニターを対象

とした。子ども調査については、保護者調査に協力したモニターの中で、子どもの年齢が小学校高学年（9

歳～）から高校生・高専生等（19 歳未満）の子どもで、事前に子ども調査への参加協力についての同意

が得られた保護者の子どもに対して調査を行った。 

機関調査では、市町村調査、児童相談所調査、学校調査の３つを対象とした調査票調査を実施した。調

査方法は、郵送による配布・回収を行った。市町村調査については、Excel 調査票をダウンロードし、メ

ールにて返送する方法も併用した。 

 

 調査内容 

保護者調査・子ども調査では、新型コロナウイルスによる仕事への影響、コロナ禍で利用した公的支援

制度（給付金・貸付・猶予や減免等の制度）、新型コロナウイルス感染症で不安に感じたこと、子どもに

関する新型コロナウイルスで日々困っていると感じること、休校の影響、家族の状況について、子どもと

の関係について、心身の状態、まわりの人や配偶者との関係、生活について、家計について、毎日の生活

で感じていること、等の 172 設問（20 項目）で構成した。 

機関調査では、新型コロナウイルスによる業務への影響、他機関・他部局との連携体制の変化、コロナ
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禍で利用した公的支援制度の実態等について調査した。各部門の調査票構成については、次のとおりであ

る。調査票については、児童相談・母子相談は、675 設問（5 項目）、児童相談所・一時保護所では、315

設問（9 問）、児童相談所では、485 設問（11 問）、母子保健では、228 設問（7 項目）、教育委員会は、

415 設問（5 項目）、学校では、50 設問（10 項目）で構成されている。 

 

 調査対象者 

保護者調査・子ども調査は事前に 3 万人のモニターに対してスクリーニングの事前調査を行い、子ど

もの年齢条件（0～19 歳未満の子ども）を満たし、かつ保護者調査・子ども調査の両方（小学校高学年か

ら高校生・高専生等の子どもがいる保護者に限る）、または保護者調査のみ調査協力の同意の得られた保

護者（0～19 歳未満の子どもを持つ保護者）を抽出した。本調査では、調査協力の得られた保護者に対し

て調査を実施し、保護者調査のみの保護者と、保護者調査と子ども調査の両方ともに協力した保護者に対

して実施した。本調査では、貧困の状況が厳しいと考えられる、世帯年収が低いサンプルが少なかったた

め、年収 400 万以下の世帯でかつ保護者調査と子ども調査の両方ともに協力することができる保護者に

対して、本調査と統一の項目で追加調査を実施した。 

機関調査では、全市町村（1,741 件）の児童相談・母子相談部門・母子保健部門・教育委員会の 3 部署

（調査対象機関は 5,223 件（全市町村 1,741 件×3 部署））として、困難を抱える子どもへの支援活動の実

態を調査した。児童相談所調査では、児童相談所（全国の支所を含む児童相談所：237 件）と一時保護所

（全国の一時保護所：144 件）を調査対象として、著しく困難な子どもの把握実態・対応状況の変化を調

査した。児童相談所では、都道府県の児童相談所担当課宛に調査票を送付し、都道府県から各児童相談所

に調査票を配布した。回答された調査票は各児童相談所から直接、委託業者へ返送する形を取った。一時

保護所においても、都道府県の児童相談所担当課宛に調査票を送付し、都道府県から各一時保護所に調査

票を配布し、回答された調査票は各一時保護所から直接、委託業者へ返送する形を取った。 

学校調査では、教育委員会宛に調査票を送付し、教育委員会にて対象校の学校 50 校を選定のうえ、学

校における困難な子どもの把握実態・対応状況の変化について、新型コロナウイルス感染症の状況による

違いについて聞いている。市町村のうち、2020 年 9 月末時点の都道府県別コロナ感染者数（人口 10 万

人あたり累計）をもとに、以下の基準で各層 3 自治体ずつ、合計 9 自治体を選定し、1 自治体あたり小中

あわせて最大 50 校に対して調査を依頼し、合計 450 校を対象として調査を実施した。そして、教育委員

会宛に調査票を送付し、教育委員会にて対象校 50 校を選定のうえ、各学校に調査票を配布した。回答し

た調査票は各学校から直接、委託業者へ返送する形を取った。 

第 1 層：コロナ感染者数が多い自治体 

第 2 層：コロナ感染者数が中程度の自治体 

第 3 層：コロナ感染者数が少ない自治体 

 

 調査実施日 

保護者調査・子ども調査の本調査は、2020 年 10 月 29 日～ 2020 年 10 月 30 日、追加調査は、2020

年 11 月 25～2020 年 11 月 26 日に実施した。機関調査は、2020 年 11 月 11 日～2020 年 12 月 11 日に実

施した。 
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 調査配布・回収率（数） 

保護者調査・子ども調査は、本調査は保護者調査・子ども調査の両方とも参加の有効サンプル数は 515、

保護者調査のみ参加の有効サンプル数は 1,550 の総サンプル数は 2,065 であった。追加調査は、保護者

調査・子ども調査の両方とも参加の有効サンプル数は 517 であった。両調査で得られた総サンプル数は

2,582 となった。 

機関調査のうち、各市区町村の児童相談・母子相談・母子保健の各部門、また教育委員会への調査に関

しては、全市町村 1,741 内の 3 部署、総計 5,223 件の調査依頼を行った結果、2,298 件の回答が得られ、

うち有効回答数は 2,198 件となった。したがって、回収率は 44.0%、有効回答率は 42.1%であった。 

担当部局ごとの内訳に関して、児童相談・母子相談部門の回答数は 751 件、うち有効回答数は 720 件

で、回収率は 43.1%、有効回答率は 41.4%となった。母子保健部門からの回答数は 923 件、うち有効回

答数は 900 件で、回収率は 53.0%、有効回答率は 51.7%であった。教育委員会の回答数は 624 件、うち

有効回答は 578 件で、回収率は 35.8%、有効回答率は 33.2%であった。 

また全国の児童相談所・一時保護所に対する調査依頼の結果、児童相談所に関しては総数 237 か所の

うち 134 件、一時保護所に関しては総数 146 か所のうち 79 件の有効回答を得た。回収率と有効回答率

はともに、児童相談所 56.5%、一時保護所 54.9%であった。 

加えて 2020 年 9 月末時点での都道府県別新型コロナウイルス感染状況に基づき選定された、深刻度

「大」・「中程度」・「小」と考えられる 3 市区を選定し、その市区内の小・中学校 50 校に向け送付した調

査票（総数 450 件）の有効回答数は 189 件、回収率と有効回収率はともに 42.0%であった。 

 

 調査実施主体 

公立大学法人大阪 大阪府立大学 人間社会システム科学研究科 

外部委託業者は以下の 2 社である。 

▪ 株式会社マクロミル（保護者調査・子ども調査） 

▪ 三菱 UFJリサーチ&コンサルティング株式会社（機関調査） 

 

 研究者一覧 

研究代表者 

公立大学法人大阪 大阪府立大学 人間社会システム科学研究科 教授 山野 則子 

共同研究者 

花園大学 社会福祉学部 教授 和田 一郎 

兵庫県こころのケアセンター研究部 副センター兼副部長 亀岡 智美 

公立大学法人大阪 大阪府立大学 人間社会システム科学研究科 准教授 木曽 陽子 

会津大学 短期大学部 幼児教育学科 准教授 鈴木 勲 

公立大学法人大阪 大阪府立大学 人間社会システム科学研究科 研究員 伊藤 ゆかり 

公立大学法人大阪 大阪府立大学 人間社会システム科学研究科 研究員 小倉 康弘 

公立大学法人大阪 大阪府立大学 人間社会システム科学研究科 研究員 シランカ 実希 

公立大学法人大阪 大阪府立大学 人間社会システム科学研究科 研究員 李 慧慧 

公立大学法人大阪 大阪府立大学 人間社会システム科学研究科 研究員 林 萍萍 
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公立大学法人大阪 大阪府立大学 人間社会システム科学研究科 研究員 伊藤 莉央 

公立大学法人大阪 大阪府立大学 人間社会システム科学研究科 博士前期課程 石田 まり 

 

 研究対象者の人権の養護とデータの取り扱い 

本研究に関する説明を十分に行った後、自由意思により同意の得られた人のみを対象とした。研究への

協力はあくまでも自由意思に基づくものであり、調査票への回答の可否によって不利益が生じることが

ないことを保障した。また、調査によって回答者に苦痛や極度の疲労を与えることが無いよう配慮した。

保護者調査・子ども調査では、事前調査で調査対象者の保護者と子どもに対して、調査説明書をウェブ上

で読んでもらい、調査協力の承諾が得られた家庭にのみ調査を実施した。子どもの心的な負担にならない

ように調査票の作成をした。 

本研究により得た情報は研究における利用以外では一切使用せず、研究室として保有する調査データ

の保存に用いる媒体はパスワード管理を行っている。委託先の調査事業者との電子ファイルの授受の際

には、必ず暗号化した上で実施した。保護者調査と子ども調査では、調査事業者は対応表の作成はしない

が、モニターの回答状況の確認をする目的でアクセスログを取った。研究者側へは匿名加工情報のみの提

供のため、アクセスログは研究者側には提供されていない。機関調査においても、本研究室は調査事業者

より市町村・施設の特定が出来ない形式にてデータを受け取った。 

 

 市町村調査：児童相談・母子相談部門 
 調査目的 

本調査は、上記厚生労働省特別研究の一環として、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う社会生活の急

激な変化の下、子どもの生活・またその公的支援体制への影響を明らかにし、政策提言を行うことを目的

として実施した。 

 

 調査対象 

全国の市町村における児童相談・母子相談担当部署：1,741 件 

 

 調査方法 

郵送による配布・回収 

（Excel 調査票をダウンロードし、メールにて返送する方法も併用） 

 

 調査期間 

2020 年 11 月 11 日（水）～2020 年 12 月 14 日（月）（当初締切 12 月 4 日（金）） 

 

 回収状況 

回収数 751 件（回収率 43.1%） 

うち有効回収数 720 件（有効回収率 41.4%） 
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 クロス分析の軸について 

以下では、基本的に新型コロナウイルス感染者数（以下、コロナ感染者数）別のクロス集計結果を掲載

している。軸の作成にあたっては、2020 年 9 月末時点の都道府県別コロナ感染者数（人口 10 万人あた

り累計）をもとに、都道府県を感染者数高位群／中位群／低位群の３つに区分した。都道府県の分類は以

下のとおりである。 

 

＜コロナ感染者数３区分＞ 

高位群 東京都、沖縄県、大阪府、福岡県、神奈川県、愛知県、京都府、石川県、

埼玉県、千葉県 

中位群 兵庫県、奈良県、富山県、北海道、群馬県、滋賀県、宮崎県、熊本県、福

井県、岐阜県、佐賀県、三重県、和歌山県、鹿児島県、山梨県、茨城県、

栃木県、島根県、広島県、徳島県、高知県、長崎県、宮城県、長野県、静

岡県、山口県、大分県、福島県 

低位群 香川県、愛媛県、岡山県、新潟県、山形県、鳥取県、秋田県、青森県、岩

手県 

 

また、一部設問については自治体規模別のクロス集計結果も掲載している。軸の作成にあたっては、各

調査票の問１「自治体規模」の設問より、政令指定都市・中核市／人口 10 万人以上の市／人口 10 万人

以下の市／町村の４区分を設定した。 
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II.  調査結果  
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Ⅱ．調査結果 
 自治体概要 

Q1 自治体の規模 

「全体」では、「人口 10 万人以下の市」が 36.0％でもっとも割合が高く、次いで「町」が 32.8％とな

っている。 

「高位群」では、「人口 10 万人以下の市」が 32.2％でもっとも割合が高く、次いで「1～3 以外の人口

10 万人以上の市」が 31.3％となっている。「中位群」では、「町」が 36.7％でもっとも割合が高く、次い

で「人口 10 万人以下の市」が 35.9％となっている。「低位群」では、「人口 10 万人以下の市」が 43.2％

でもっとも割合が高く、次いで「町」が 39.6％となっている。 

図表 1 Q1 コロナ感染者数別 自治体の規模:単数回答 

 

  

1.4%

1.4%

1.5%

0.9%

0.6%

0.5%

0.5%

0.9%

6.3%

8.1%

5.5%

5.4%

15.8%

31.3%

11.3%

2.7%

36.0%

32.2%

35.9%

43.2%

32.8%

21.8%

36.7%

39.6%

6.0%

2.8%

7.5%

6.3%

1.3%

1.9%

1.0%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=720)

高位群(n=211)

中位群(n=398)

低位群(n=111)

政令指定都市 中核市(児童相談所設置あり) 中核市(児童相談所設置なし)

1～3以外の人口10万人以上の市 人口10万人以下の市 町

村 無回答
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 新型コロナウイルス感染症に伴う休校・休園措置 

Q2-1 新型コロナウイルス感染症に伴う休校･休園措置_公立小･中学校 

「全体」では、「あり」が 94.4％でもっとも割合が高く、次いで「なし」が 2.2％となっている。 

「高位群」では、「あり」が 93.4％でもっとも割合が高く、次いで「なし」が 1.9％となっている。「中

位群」では、「あり」が 95.7％でもっとも割合が高く、次いで「なし」が 1.3％となっている。「低位群」

では、「あり」が 91.9％、「なし」が 6.3％となっている。 

図表 2 Q2-1 コロナ感染者数別 新型コロナウイルス感染症に伴う休校･休園措置_公立小･中学校:単

数回答 

 

 

Q2-2 新型コロナウイルス感染症に伴う休校･休園措置_保育園 

「全体」では、「なし」が 60.8％でもっとも割合が高く、次いで「あり」が 28.1％となっている。 

「高位群」では、「なし」が 53.6％でもっとも割合が高く、次いで「あり」が 36.5％となっている。「中

位群」では、「なし」が 60.1％でもっとも割合が高く、次いで「あり」が 27.6％となっている。「低位群」

では、「なし」が 77.5％でもっとも割合が高く、次いで「あり」が 13.5％となっている。 

図表 3 Q2-2 コロナ感染者数別 新型コロナウイルス感染症に伴う休校･休園措置_保育園:単数回答 

 

  

94.4%

93.4%

95.7%

91.9%

2.2%

1.9%

1.3%

6.3%

0.4%

0.5%

0.5%

0.0%

2.9%

4.3%

2.5%

1.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=720)

高位群(n=211)

中位群(n=398)

低位群(n=111)

あり なし 不明 無回答

28.1%

36.5%

27.6%

13.5%

60.8%

53.6%

60.1%

77.5%

2.4%

1.4%

3.3%

0.9%

8.8%

8.5%

9.0%

8.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=720)

高位群(n=211)

中位群(n=398)

低位群(n=111)

あり なし 不明 無回答
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Q2-3 新型コロナウイルス感染症に伴う休校･休園措置_幼稚園 

「全体」では、「あり」が 46.9％でもっとも割合が高く、次いで「なし」が 26.4％となっている。 

「高位群」では、「あり」が 60.7％でもっとも割合が高く、次いで「なし」が 19.0％となっている。「中

位群」では、「あり」が 46.5％でもっとも割合が高く、次いで「なし」が 22.9％となっている。「低位群」

では、「なし」が 53.2％でもっとも割合が高く、次いで「あり」が 22.5％となっている。 

図表 4 Q2-3 コロナ感染者数別 新型コロナウイルス感染症に伴う休校･休園措置_幼稚園:単数回答 

 

 

Q2-4 新型コロナウイルス感染症に伴う休校･休園措置_認定こども園など 

「全体」では、「なし」が 51.4％でもっとも割合が高く、次いで「あり」が 25.7％となっている。 

「高位群」では、「なし」が 47.4％でもっとも割合が高く、次いで「あり」が 34.6％となっている。「中

位群」では、「なし」が 47.5％でもっとも割合が高く、次いで「あり」が 25.1％となっている。「低位群」

では、「なし」が 73.0％でもっとも割合が高く、次いで「あり」が 10.8％となっている。 

図表 5 Q2-4 コロナ感染者数別 新型コロナウイルス感染症に伴う休校･休園措置_認定こども園など:

単数回答 

 

  

46.9%

60.7%

46.5%

22.5%

26.4%

19.0%

22.9%

53.2%

7.9%

7.1%

9.3%

4.5%

18.8%

13.3%

21.4%

19.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=720)

高位群(n=211)

中位群(n=398)

低位群(n=111)

あり なし 不明 無回答

25.7%

34.6%

25.1%

10.8%

51.4%

47.4%

47.5%

73.0%

7.9%

7.6%

9.3%

3.6%

15.0%

10.4%

18.1%

12.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=720)

高位群(n=211)

中位群(n=398)

低位群(n=111)

あり なし 不明 無回答
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 他機関・他部局との連携体制 

以下では、①新型コロナウイルス感染症拡大前（～2020 年 2 月）（以下、コロナ前）、②休校期間中

（2020 年 3 月～）、③学校再開後（2020 年 6 月頃）における他機関・他部局との連携体制について確認

する。ただし、休校措置をとっていない場合は②休校期間中について分析から除外している。 

 

１) 学校との連携 

Q3-1-1① コロナ前_学校との連携 

「全体」では、「行う」が 56.9％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 30.4％となっている。 

「高位群」では、「行う」が 50.7％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 42.2％となってい

る。「中位群」では、「行う」が 57.5％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 27.4％となって

いる。「低位群」では、「行う」が 66.7％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 18.9％となっ

ている。 

図表 6 Q3-1-1① コロナ感染者数別 コロナ前_学校との連携:単数回答 

 

 

Q3-1-1② 休校期間中_学校との連携 

「全体」では、「行う」が 53.2％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 27.8％となっている。 

「高位群」では、「行う」が 49.7％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 32.0％となってい

る。「中位群」では、「行う」が 54.1％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 26.2％となって

いる。「低位群」では、「行う」が 56.9％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 25.5％となっ

ている。 

図表 7 Q3-1-1② コロナ感染者数別 休校期間中_学校との連携:単数回答 

 

  

1.7%

0.9%

2.0%

1.8%

8.8%

2.4%

11.3%

11.7%

56.9%

50.7%

57.5%

66.7%

30.4%

42.2%

27.4%

18.9%

0.3%

0.5%

0.3%

0.0%

1.9%

3.3%

1.5%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=720)

高位群(n=211)

中位群(n=398)

低位群(n=111)

まったく行わない あまり行わない 行う 頻繁に行う 非該当（本人兼務など） 無回答

1.6%

1.0%

1.6%

2.9%

14.9%

12.7%

16.8%

11.8%

53.2%

49.7%

54.1%

56.9%

27.8%

32.0%

26.2%

25.5%

0.1%

0.5%

0.0%

0.0%

2.4%

4.1%

1.3%

2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=680)

高位群(n=197)

中位群(n=381)

低位群(n=102)

まったく行わない あまり行わない 行う 頻繁に行う 非該当（本人兼務など） 無回答
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Q3-1-1③ 学校再開後_学校との連携 

「全体」では、「行う」が 52.8％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 36.0％となっている。 

「高位群」では、「頻繁に行う」が 46.9％でもっとも割合が高く、次いで「行う」が 46.0％となってい

る。「中位群」では、「行う」が 52.8％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 34.2％となって

いる。「低位群」では、「行う」が 65.8％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 21.6％となっ

ている。 

図表 8 Q3-1-1③ コロナ感染者数別 学校再開後_学校との連携:単数回答 

 

  

1.5%

1.4%

1.5%

1.8%

7.6%

2.4%

9.8%

9.9%

52.8%

46.0%

52.8%

65.8%

36.0%

46.9%

34.2%

21.6%

0.3%

0.5%

0.3%

0.0%

1.8%

2.8%

1.5%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=720)

高位群(n=211)

中位群(n=398)

低位群(n=111)

まったく行わない あまり行わない 行う 頻繁に行う 非該当（本人兼務など） 無回答
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２) 学校への情報照会 

Q3-1-2① コロナ前_学校への情報照会 

「全体」では、「行う」が 57.6％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 27.6％となっている。 

「高位群」では、「行う」が 53.6％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 38.9％となってい

る。「中位群」では、「行う」が 57.3％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 24.6％となって

いる。「低位群」では、「行う」が 66.7％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 17.1％となっ

ている。 

図表 9 Q3-1-2① コロナ感染者数別 コロナ前_学校への情報照会:単数回答 

 

 

Q3-1-2② 休校期間中_学校への情報照会 

「全体」では、「行う」が 52.5％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 26.9％となっている。 

「高位群」では、「行う」が 50.3％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 32.0％となってい

る。「中位群」では、「行う」が 53.0％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 24.7％となって

いる。「低位群」では、「行う」が 54.9％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 25.5％となっ

ている。 

図表 10 Q3-1-2② コロナ感染者数別 休校期間中_学校への情報照会:単数回答 

 

  

2.6%

0.9%

3.5%

2.7%

9.6%

2.8%

12.6%

11.7%

57.6%

53.6%

57.3%

66.7%

27.6%

38.9%

24.6%

17.1%

0.3%

0.5%

0.3%

0.0%

2.2%

3.3%

1.8%

1.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=720)

高位群(n=211)

中位群(n=398)

低位群(n=111)

まったく行わない あまり行わない 行う 頻繁に行う 非該当（本人兼務など） 無回答

2.4%

1.0%

2.6%

3.9%

15.6%

12.2%

18.4%

11.8%

52.5%

50.3%

53.0%

54.9%

26.9%

32.0%

24.7%

25.5%

0.1%

0.5%

0.0%

0.0%

2.5%

4.1%

1.3%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=680)

高位群(n=197)

中位群(n=381)

低位群(n=102)

まったく行わない あまり行わない 行う 頻繁に行う 非該当（本人兼務など） 無回答
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Q3-1-2③ 学校再開後_学校への情報照会 

「全体」では、「行う」が 53.2％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 33.6％となっている。 

「高位群」では、「行う」が 49.3％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 44.1％となってい

る。「中位群」では、「行う」が 52.0％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 31.4％となって

いる。「低位群」では、「行う」が 64.9％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 21.6％となっ

ている。 

図表 11 Q3-1-2③ コロナ感染者数別 学校再開後_学校への情報照会:単数回答 

 

  

2.2%

1.4%

2.5%

2.7%

8.6%

1.9%

12.1%

9.0%

53.2%

49.3%

52.0%

64.9%

33.6%

44.1%

31.4%

21.6%

0.3%

0.5%

0.3%

0.0%

2.1%

2.8%

1.8%

1.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=720)

高位群(n=211)

中位群(n=398)

低位群(n=111)

まったく行わない あまり行わない 行う 頻繁に行う 非該当（本人兼務など） 無回答
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３) 保育園･幼稚園との連携 

Q3-2-1① コロナ前_保育園･幼稚園との連携 

「全体」では、「行う」が 51.9％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 42.4％となっている。 

「高位群」では、「行う」が 48.3％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 45.0％となってい

る。「中位群」では、「行う」が 51.8％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 42.5％となって

いる。「低位群」では、「行う」が 59.5％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 36.9％となっ

ている。 

図表 12 Q3-2-1① コロナ感染者数別 コロナ前_保育園･幼稚園との連携:単数回答 

 

 

Q3-2-1② 休校期間中_保育園･幼稚園との連携 

「全体」では、「行う」が 45.4％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 40.1％となっている。 

「高位群」では、「行う」が 45.2％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 39.1％となってい

る。「中位群」では、「行う」が 44.9％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 41.7％となって

いる。「低位群」では、「行う」が 48.0％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 36.3％となっ

ている。 

図表 13 Q3-2-1② コロナ感染者数別 休校期間中_保育園･幼稚園との連携:単数回答 

 

  

0.7%

0.5%

1.0%

0.0%

1.9%

1.9%

1.8%

2.7%

51.9%

48.3%

51.8%

59.5%

42.4%

45.0%

42.5%

36.9%

1.4%

1.4%

1.5%

0.9%

1.7%

2.8%

1.5%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=720)

高位群(n=211)

中位群(n=398)

低位群(n=111)

まったく行わない あまり行わない 行う 頻繁に行う 非該当（本人兼務など） 無回答

0.7%

0.5%

1.0%

0.0%

3.8%

5.1%

3.9%

1.0%

45.4%

45.2%

44.9%

48.0%

40.1%

39.1%

41.7%

36.3%

1.3%

1.0%

1.6%

1.0%

8.5%

9.1%

6.8%

13.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=680)

高位群(n=197)

中位群(n=381)

低位群(n=102)

まったく行わない あまり行わない 行う 頻繁に行う 非該当（本人兼務など） 無回答
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Q3-2-1③ 学校再開後_保育園･幼稚園との連携 

「全体」では、「行う」が 48.1％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 46.5％となっている。 

「高位群」では、「頻繁に行う」が 48.3％でもっとも割合が高く、次いで「行う」が 45.0％となってい

る。「中位群」では、「行う」「頻繁に行う」が 47.2％でもっとも割合が高く、次いで「あまり行わない」

が 1.8％となっている。「低位群」では、「行う」が 56.8％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」

が 40.5％となっている。 

図表 14 Q3-2-1③ コロナ感染者数別 学校再開後_保育園･幼稚園との連携:単数回答 
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低位群(n=111)

まったく行わない あまり行わない 行う 頻繁に行う 非該当（本人兼務など） 無回答



17 

 

４) 保育園･幼稚園への情報照会 

Q3-2-2① コロナ前_保育園･幼稚園への情報照会 

「全体」では、「行う」が 53.1％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 39.2％となっている。 

「高位群」では、「行う」が 48.3％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 43.6％となってい

る。「中位群」では、「行う」が 53.3％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 39.2％となって

いる。「低位群」では、「行う」が 61.3％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 30.6％となっ

ている。 

図表 15 Q3-2-2① コロナ感染者数別 コロナ前_保育園･幼稚園への情報照会:単数回答 

 

 

Q3-2-2② 休校期間中_保育園･幼稚園への情報照会 

「全体」では、「行う」が 45.7％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 38.4％となっている。 

「高位群」では、「行う」が 45.2％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 38.6％となってい

る。「中位群」では、「行う」が 46.2％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 39.4％となって

いる。「低位群」では、「行う」が 45.1％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 34.3％となっ

ている。 

図表 16 Q3-2-2② コロナ感染者数別 休校期間中_保育園･幼稚園への情報照会:単数回答 
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低位群(n=111)

まったく行わない あまり行わない 行う 頻繁に行う 非該当（本人兼務など） 無回答
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まったく行わない あまり行わない 行う 頻繁に行う 非該当（本人兼務など） 無回答
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Q3-2-2③ 学校再開後_保育園･幼稚園への情報照会 

「全体」では、「行う」が 48.5％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 44.2％となっている。 

「高位群」では、「頻繁に行う」が 46.4％でもっとも割合が高く、次いで「行う」が 46.0％となってい

る。「中位群」では、「行う」が 47.5％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 45.0％となって

いる。「低位群」では、「行う」が 56.8％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 36.9％となっ

ている。 

図表 17 Q3-2-2③ コロナ感染者数別 学校再開後_保育園･幼稚園への情報照会:単数回答 
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まったく行わない あまり行わない 行う 頻繁に行う 非該当（本人兼務など） 無回答
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５) 教育委員会との連携 

Q3-3-1① コロナ前_教育委員会との連携 

「全体」では、「行う」が 61.1％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 27.5％となっている。 

「高位群」では、「行う」が 56.9％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 29.9％となってい

る。「中位群」では、「行う」が 60.6％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 28.1％となって

いる。「低位群」では、「行う」が 71.2％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 20.7％となっ

ている。 

図表 18 Q3-3-1① コロナ感染者数別 コロナ前_教育委員会との連携:単数回答 

 

 

Q3-3-1② 休校期間中_教育委員会との連携 

「全体」では、「行う」が 54.3％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 32.1％となっている。 

「高位群」では、「行う」が 54.3％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 30.5％となってい

る。「中位群」では、「行う」が 53.3％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 33.9％となって

いる。「低位群」では、「行う」が 57.8％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 28.4％となっ

ている。 

図表 19 Q3-3-1② コロナ感染者数別 休校期間中_教育委員会との連携:単数回答 
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まったく行わない あまり行わない 行う 頻繁に行う 非該当（本人兼務など） 無回答
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まったく行わない あまり行わない 行う 頻繁に行う 非該当（本人兼務など） 無回答
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Q3-3-1③ 学校再開後_教育委員会との連携 

「全体」では、「行う」が 57.9％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 32.4％となっている。 

「高位群」では、「行う」が 54.5％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 33.6％となってい

る。「中位群」では、「行う」が 57.0％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 33.7％となって

いる。「低位群」では、「行う」が 67.6％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 25.2％となっ

ている。 

図表 20 Q3-3-1③ コロナ感染者数別 学校再開後_教育委員会との連携:単数回答 
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まったく行わない あまり行わない 行う 頻繁に行う 非該当（本人兼務など） 無回答
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６) 教育委員会への情報照会 

Q3-3-2① コロナ前_教育委員会への情報照会 

「全体」では、「行う」が 59.4％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 25.0％となっている。 

「高位群」では、「行う」が 57.8％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 26.1％となってい

る。「中位群」では、「行う」が 58.5％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 25.9％となって

いる。「低位群」では、「行う」が 65.8％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 19.8％となっ

ている。 

図表 21 Q3-3-2① コロナ感染者数別 コロナ前_教育委員会への情報照会:単数回答 

 

 

Q3-3-2② 休校期間中_教育委員会への情報照会 

「全体」では、「行う」が 53.1％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 29.7％となっている。 

「高位群」では、「行う」が 52.3％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 28.9％となってい

る。「中位群」では、「行う」が 52.8％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 30.7％となって

いる。「低位群」では、「行う」が 55.9％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 27.5％となっ

ている。 

図表 22 Q3-3-2② コロナ感染者数別 休校期間中_教育委員会への情報照会:単数回答 
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まったく行わない あまり行わない 行う 頻繁に行う 非該当（本人兼務など） 無回答
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まったく行わない あまり行わない 行う 頻繁に行う 非該当（本人兼務など） 無回答
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Q3-3-2③ 学校再開後_教育委員会への情報照会 

「全体」では、「行う」が 56.8％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 29.4％となっている。 

「高位群」では、「行う」が 55.0％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 29.9％となってい

る。「中位群」では、「行う」が 56.0％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 30.9％となって

いる。「低位群」では、「行う」が 63.1％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 23.4％となっ

ている。 

図表 23 Q3-3-2③ コロナ感染者数別 学校再開後_教育委員会への情報照会:単数回答 
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まったく行わない あまり行わない 行う 頻繁に行う 非該当（本人兼務など） 無回答
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７) 母子保健部局との連携 

Q3-4-1① コロナ前_母子保健部局との連携 

「全体」では、「頻繁に行う」が 49.6％でもっとも割合が高く、次いで「行う」が 40.0％となっている。 

「高位群」では、「頻繁に行う」が 54.0％でもっとも割合が高く、次いで「行う」が 39.3％となってい

る。「中位群」では、「頻繁に行う」が 48.2％でもっとも割合が高く、次いで「行う」が 39.4％となって

いる。「低位群」では、「頻繁に行う」が 45.9％でもっとも割合が高く、次いで「行う」が 43.2％となっ

ている。 

図表 24 Q3-4-1① コロナ感染者数別 コロナ前_母子保健部局との連携:単数回答 

 

 

Q3-4-1② 休校期間中_母子保健部局との連携 

「全体」では、「頻繁に行う」が 48.7％でもっとも割合が高く、次いで「行う」が 38.5％となっている。 

「高位群」では、「頻繁に行う」が 51.8％でもっとも割合が高く、次いで「行う」が 38.1％となってい

る。「中位群」では、「頻繁に行う」が 47.5％でもっとも割合が高く、次いで「行う」が 39.1％となって

いる。「低位群」では、「頻繁に行う」が 47.1％でもっとも割合が高く、次いで「行う」が 37.3％となっ

ている。 

図表 25 Q3-4-1② コロナ感染者数別 休校期間中_母子保健部局との連携:単数回答 
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まったく行わない あまり行わない 行う 頻繁に行う 非該当（本人兼務など） 無回答
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まったく行わない あまり行わない 行う 頻繁に行う 非該当（本人兼務など） 無回答
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Q3-4-1③ 学校再開後_母子保健部局との連携 

「全体」では、「頻繁に行う」が 52.6％でもっとも割合が高く、次いで「行う」が 37.4％となっている。 

「高位群」では、「頻繁に行う」が 57.3％でもっとも割合が高く、次いで「行う」が 36.5％となってい

る。「中位群」では、「頻繁に行う」が 51.5％でもっとも割合が高く、次いで「行う」が 36.7％となって

いる。「低位群」では、「頻繁に行う」が 47.7％でもっとも割合が高く、次いで「行う」が 41.4％となっ

ている。 

図表 26 Q3-4-1③ コロナ感染者数別 学校再開後_母子保健部局との連携:単数回答 
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まったく行わない あまり行わない 行う 頻繁に行う 非該当（本人兼務など） 無回答
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８) 母子保健部局への情報照会 

Q3-4-2① コロナ前_母子保健部局への情報照会 

「全体」では、「頻繁に行う」が 46.3％でもっとも割合が高く、次いで「行う」が 42.5％となっている。 

「高位群」では、「頻繁に行う」が 52.6％でもっとも割合が高く、次いで「行う」が 40.8％となってい

る。「中位群」では、「頻繁に行う」が 44.5％でもっとも割合が高く、次いで「行う」が 42.2％となって

いる。「低位群」では、「行う」が 46.8％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 40.5％となっ

ている。 

図表 27 Q3-4-2① コロナ感染者数別 コロナ前_母子保健部局への情報照会:単数回答 

 

 

Q3-4-2② 休校期間中_母子保健部局への情報照会 

「全体」では、「頻繁に行う」が 45.9％でもっとも割合が高く、次いで「行う」が 40.7％となっている。 

「高位群」では、「頻繁に行う」が 52.3％でもっとも割合が高く、次いで「行う」が 38.1％となってい

る。「中位群」では、「頻繁に行う」が 43.6％でもっとも割合が高く、次いで「行う」が 42.3％となって

いる。「低位群」では、「頻繁に行う」が 42.2％でもっとも割合が高く、次いで「行う」が 40.2％となっ

ている。 

図表 28 Q3-4-2② コロナ感染者数別 休校期間中_母子保健部局への情報照会:単数回答 
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まったく行わない あまり行わない 行う 頻繁に行う 非該当（本人兼務など） 無回答
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Q3-4-2③ 学校再開後_母子保健部局への情報照会 

「全体」では、「頻繁に行う」が 49.0％でもっとも割合が高く、次いで「行う」が 40.1％となっている。 

「高位群」では、「頻繁に行う」が 55.9％でもっとも割合が高く、次いで「行う」が 37.9％となってい

る。「中位群」では、「頻繁に行う」が 47.2％でもっとも割合が高く、次いで「行う」が 39.9％となって

いる。「低位群」では、「行う」が 45.0％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 42.3％となっ

ている。 

図表 29 Q3-4-2③ コロナ感染者数別 学校再開後_母子保健部局への情報照会:単数回答 
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９) 警察との連携 

Q3-5-1① コロナ前_警察との連携 

「全体」では、「行う」が 59.7％でもっとも割合が高く、次いで「あまり行わない」が 24.2％となって

いる。 

「高位群」では、「行う」が 62.1％でもっとも割合が高く、次いで「あまり行わない」が 21.3％となっ

ている。「中位群」では、「行う」が 58.3％でもっとも割合が高く、次いで「あまり行わない」が 24.6％

となっている。「低位群」では、「行う」が 60.4％でもっとも割合が高く、次いで「あまり行わない」が

27.9％となっている。 

図表 30 Q3-5-1① コロナ感染者数別 コロナ前_警察との連携:単数回答 

 

 

Q3-5-1② 休校期間中_警察との連携 

「全体」では、「行う」が 57.4％でもっとも割合が高く、次いで「あまり行わない」が 23.8％となって

いる。 

「高位群」では、「行う」が 57.9％でもっとも割合が高く、次いで「あまり行わない」が 21.8％となっ

ている。「中位群」では、「行う」が 56.7％でもっとも割合が高く、次いで「あまり行わない」が 24.9％

となっている。「低位群」では、「行う」が 58.8％でもっとも割合が高く、次いで「あまり行わない」が

23.5％となっている。 

図表 31 Q3-5-1② コロナ感染者数別 休校期間中_警察との連携:単数回答 
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Q3-5-1③ 学校再開後_警察との連携 

「全体」では、「行う」が 58.2％でもっとも割合が高く、次いで「あまり行わない」が 23.3％となって

いる。 

「高位群」では、「行う」が 60.2％でもっとも割合が高く、次いで「あまり行わない」が 20.9％となっ

ている。「中位群」では、「行う」が 57.0％でもっとも割合が高く、次いで「あまり行わない」が 23.1％

となっている。「低位群」では、「行う」が 58.6％でもっとも割合が高く、次いで「あまり行わない」が

28.8％となっている。 

図表 32 Q3-5-1③ コロナ感染者数別 学校再開後_警察との連携:単数回答 

 

  

5.3%

1.9%

7.8%

2.7%

23.3%

20.9%

23.1%

28.8%

58.2%

60.2%

57.0%

58.6%

11.1%

14.2%

10.1%

9.0%

0.1%

0.0%

0.3%

0.0%

1.9%

2.8%

1.8%

0.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=720)

高位群(n=211)

中位群(n=398)

低位群(n=111)

まったく行わない あまり行わない 行う 頻繁に行う 非該当（本人兼務など） 無回答
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１０) 警察への情報照会 

Q3-5-2① コロナ前_警察への情報照会 

「全体」では、「行う」が 49.4％でもっとも割合が高く、次いで「あまり行わない」が 31.9％となって

いる。 

「高位群」では、「行う」が 51.7％でもっとも割合が高く、次いで「あまり行わない」が 29.9％となっ

ている。「中位群」では、「行う」が 47.7％でもっとも割合が高く、次いで「あまり行わない」が 32.4％

となっている。「低位群」では、「行う」が 51.4％でもっとも割合が高く、次いで「あまり行わない」が

34.2％となっている。 

図表 33 Q3-5-2① コロナ感染者数別 コロナ前_警察への情報照会:単数回答 

 

 

Q3-5-2② 休校期間中_警察への情報照会 

「全体」では、「行う」が 47.5％でもっとも割合が高く、次いで「あまり行わない」が 31.5％となって

いる。 

「高位群」では、「行う」が 48.2％でもっとも割合が高く、次いで「あまり行わない」が 29.9％となっ

ている。「中位群」では、「行う」が 46.7％でもっとも割合が高く、次いで「あまり行わない」が 32.8％

となっている。「低位群」では、「行う」が 49.0％でもっとも割合が高く、次いで「あまり行わない」が

29.4％となっている。 

図表 34 Q3-5-2② コロナ感染者数別 休校期間中_警察への情報照会:単数回答 
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Q3-5-2③ 学校再開後_警察への情報照会 

「全体」では、「行う」が 48.2％でもっとも割合が高く、次いで「あまり行わない」が 31.4％となって

いる。 

「高位群」では、「行う」が 50.2％でもっとも割合が高く、次いで「あまり行わない」が 29.9％となっ

ている。「中位群」では、「行う」が 46.7％でもっとも割合が高く、次いで「あまり行わない」が 31.2％

となっている。「低位群」では、「行う」が 49.5％でもっとも割合が高く、次いで「あまり行わない」が

35.1％となっている。 

図表 35 Q3-5-2③ コロナ感染者数別 学校再開後_警察への情報照会:単数回答 
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１１) 児童相談所との連携 

Q3-6-1① コロナ前_児童相談所との連携 

「全体」では、「行う」が 51.3％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 38.9％となっている。 

「高位群」では、「頻繁に行う」が 47.9％でもっとも割合が高く、次いで「行う」が 46.0％となってい

る。「中位群」では、「行う」が 51.8％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 35.9％となって

いる。「低位群」では、「行う」が 59.5％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 32.4％となっ

ている。 

図表 36 Q3-6-1① コロナ感染者数別 コロナ前_児童相談所との連携:単数回答 

 

 

Q3-6-1② 休校期間中_児童相談所との連携 

「全体」では、「行う」が 49.4％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 37.2％となっている。 

「高位群」では、「行う」が 47.7％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 41.1％となってい

る。「中位群」では、「行う」が 49.6％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 35.7％となって

いる。「低位群」では、「行う」が 52.0％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 35.3％となっ

ている。 

図表 37 Q3-6-1② コロナ感染者数別 休校期間中_児童相談所との連携:単数回答 
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Q3-6-1③ 学校再開後_児童相談所との連携 

「全体」では、「行う」が 47.9％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 42.2％となっている。 

「高位群」では、「頻繁に行う」が 49.3％でもっとも割合が高く、次いで「行う」が 43.6％となってい

る。「中位群」では、「行う」が 47.7％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 40.7％となって

いる。「低位群」では、「行う」が 56.8％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 34.2％となっ

ている。 

図表 38 Q3-6-1③ コロナ感染者数別 学校再開後_児童相談所との連携:単数回答 
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１２) 児童相談所への情報照会 

Q3-6-2① コロナ前_児童相談所への情報照会 

「全体」では、「行う」が 53.9％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 29.9％となっている。 

「高位群」では、「行う」が 48.8％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 38.9％となってい

る。「中位群」では、「行う」が 54.8％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 27.6％となって

いる。「低位群」では、「行う」が 60.4％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 20.7％となっ

ている。 

図表 39 Q3-6-2① コロナ感染者数別 コロナ前_児童相談所への情報照会:単数回答 

 

 

Q3-6-2② 休校期間中_児童相談所への情報照会 

「全体」では、「行う」が 51.5％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 29.3％となっている。 

「高位群」では、「行う」が 47.7％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 35.0％となってい

る。「中位群」では、「行う」が 52.8％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 27.6％となって

いる。「低位群」では、「行う」が 53.9％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 24.5％となっ

ている。 

図表 40 Q3-6-2② コロナ感染者数別 休校期間中_児童相談所への情報照会:単数回答 
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Q3-6-2③ 学校再開後_児童相談所への情報照会 

「全体」では、「行う」が 51.0％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 32.9％となっている。 

「高位群」では、「行う」が 46.4％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 40.3％となってい

る。「中位群」では、「行う」が 51.3％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 31.9％となって

いる。「低位群」では、「行う」が 58.6％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 22.5％となっ

ている。 

図表 41 Q3-6-2③ コロナ感染者数別 学校再開後_児童相談所への情報照会:単数回答 
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１３) 児童相談所からの専門的助言 

Q3-6-3① コロナ前_児童相談所からの専門的助言 

「全体」では、「行う」が 61.9％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 18.2％となっている。 

「高位群」では、「行う」が 65.4％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 20.9％となってい

る。「中位群」では、「行う」が 58.8％でもっとも割合が高く、次いで「あまり行わない」が 17.6％とな

っている。「低位群」では、「行う」が 66.7％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 16.2％と

なっている。 

図表 42 Q3-6-3① コロナ感染者数別 コロナ前_児童相談所からの専門的助言:単数回答 

 

 

Q3-6-3② 休校期間中_児童相談所からの専門的助言 

「全体」では、「行う」が 58.7％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 18.5％となっている。 

「高位群」では、「行う」が 61.4％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 19.8％となってい

る。「中位群」では、「行う」が 56.4％でもっとも割合が高く、次いで「あまり行わない」が 19.2％とな

っている。「低位群」では、「行う」が 61.8％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 18.6％と

なっている。 

図表 43 Q3-6-3② コロナ感染者数別 休校期間中_児童相談所からの専門的助言:単数回答 
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Q3-6-3③ 学校再開後_児童相談所からの専門的助言 

「全体」では、「行う」が 58.9％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 21.3％となっている。 

「高位群」では、「行う」が 61.6％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 23.7％となってい

る。「中位群」では、「行う」が 56.0％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 20.6％となって

いる。「低位群」では、「行う」が 64.0％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 18.9％となっ

ている。 

図表 44 Q3-6-3③ コロナ感染者数別 学校再開後_児童相談所からの専門的助言:単数回答 
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１４) 児童相談所からのバックアップ 

Q3-6-4① コロナ前_児童相談所からのバックアップ 

「全体」では、「行う」が 60.4％でもっとも割合が高く、次いで「あまり行わない」が 17.6％となって

いる。 

「高位群」では、「行う」が 61.6％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 18.0％となってい

る。「中位群」では、「行う」が 57.8％でもっとも割合が高く、次いで「あまり行わない」が 20.1％とな

っている。「低位群」では、「行う」が 67.6％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 13.5％と

なっている。 

図表 45 Q3-6-4① コロナ感染者数別 コロナ前_児童相談所からのバックアップ:単数回答 

 

 

Q3-6-4② 休校期間中_児童相談所からのバックアップ 

「全体」では、「行う」が 57.2％でもっとも割合が高く、次いで「あまり行わない」が 17.9％となって

いる。 

「高位群」では、「行う」が 55.8％でもっとも割合が高く、次いで「あまり行わない」「頻繁に行う」が

17.8％となっている。「中位群」では、「行う」が 56.4％でもっとも割合が高く、次いで「あまり行わな

い」が 19.9％となっている。「低位群」では、「行う」が 62.7％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に

行う」が 15.7％となっている。 

図表 46 Q3-6-4② コロナ感染者数別 休校期間中_児童相談所からのバックアップ:単数回答 
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Q3-6-4③ 学校再開後_児童相談所からのバックアップ 

「全体」では、「行う」が 57.8％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 19.3％となっている。 

「高位群」では、「行う」が 58.8％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 20.4％となってい

る。「中位群」では、「行う」が 55.0％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 19.8％となって

いる。「低位群」では、「行う」が 65.8％でもっとも割合が高く、次いで「頻繁に行う」が 15.3％となっ

ている。 

図表 47 Q3-6-4③ コロナ感染者数別 学校再開後_児童相談所からのバックアップ:単数回答 
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39 

 

 部署における支援状況 

１) コロナ感染者数別 

以下では、コロナ感染者数別に、部署における支援状況をみていく。 

 

Q4-1 養護相談:対応件数 

「全体」では、「2020.6」が平均 56.8 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2020.7」が平均 72.1 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2020.3」が平

均 62.5 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2020.4」が平均 17.6 件でもっとも多くなってい

る。 

図表 48 Q4-1 コロナ感染者数別 養護相談:対応件数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 

 

※各カテゴリでもっとも平均件数の多いセルに網掛けを行っている。なお、同じ数値であっても、一方

のみに網掛けがされている場合があるが、これは、示されている数値は小数点第二位以下（一部小数点

第三位以下）を四捨五入しているものであり、網掛けには四捨五入前の厳密な数値を用いていることに

よるものである。以下同様。 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 40.6 44.1 49.1 47.3 44.3 50.5 53.4 43.2 48.4

高位群 49.9 54.2 62.7 58.7 48.4 58.7 65.7 45.2 56.7

中位群 44.9 48.1 52.2 51.8 52.0 57.3 58.1 52.1 54.5

低位群 9.5 12.5 12.4 12.1 12.3 13.9 14.8 11.2 13.1

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 48.0 45.3 54.8 50.7 48.1 56.8 55.7 49.9 53.3

高位群 56.2 47.8 64.3 59.0 56.2 71.1 72.1 63.8 70.2

中位群 54.5 54.4 62.5 56.3 54.3 61.4 58.7 53.7 56.1

低位群 12.1 11.2 11.8 17.6 14.5 16.2 17.6 14.6 14.8

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数
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Q4-1-1 養護相談_傷病:対応件数 

「全体」では、「2020.9」が平均 1.15 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2019.4」が平均 0.90 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2020.6」が平

均 1.63 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2020.9」が平均 0.44 件でもっとも多くなってい

る。 

図表 49 Q4-1-1 コロナ感染者数別 養護相談_傷病:対応件数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 

 

  

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 0.63 0.56 0.71 0.73 0.59 0.75 0.79 0.77 0.73

高位群 0.60 0.54 0.72 0.90 0.47 0.79 0.71 0.46 0.68

中位群 0.80 0.69 0.86 0.78 0.77 0.88 1.03 1.12 0.93

低位群 0.15 0.16 0.23 0.28 0.21 0.30 0.16 0.24 0.17

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 0.84 0.73 0.99 1.00 0.83 1.11 1.02 0.91 1.15

高位群 0.85 0.58 0.54 0.79 0.55 0.65 0.83 0.67 0.84

中位群 1.05 1.01 1.48 1.40 1.21 1.63 1.39 1.28 1.53

低位群 0.21 0.10 0.21 0.09 0.19 0.22 0.19 0.16 0.44

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数
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Q4-1-2 養護相談_家族環境:対応件数 

「全体」では、「2020.4」が平均 15.1 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2020.7」が平均 16.2 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2020.6」が平

均 17.4 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2020.4」が平均 7.5 件でもっとも多くなってい

る。 

図表 50 Q4-1-2 コロナ感染者数別 養護相談_家族環境:対応件数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 
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10

12

14

16

18

20

全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 10.6 11.4 13.4 13.3 11.9 13.3 13.4 10.8 12.7

高位群 9.9 11.4 14.6 12.9 10.3 12.4 13.1 9.1 11.8

中位群 13.0 13.3 14.9 16.1 15.0 16.1 15.9 13.7 15.4

低位群 4.1 5.2 6.1 4.8 5.1 6.2 5.6 4.9 5.8

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 12.3 12.4 14.0 15.1 13.4 15.1 14.8 12.9 13.8

高位群 10.9 9.5 13.7 16.1 13.0 15.7 16.2 11.6 14.2

中位群 15.3 16.2 16.7 17.0 15.8 17.4 16.5 15.6 16.0

低位群 5.0 5.4 5.8 7.5 6.7 6.8 7.1 6.8 6.0

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数
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Q4-1-3 養護相談_児童虐待相談:対応件数 

「全体」では、「2020.6」が平均 37.3 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2020.7」が平均 53.1 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2020.6」が平

均 37.9 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2020.7」が平均 9.5 件でもっとも多くなってい

る。 

図表 51 Q4-1-3 コロナ感染者数別 養護相談_児童虐待相談:対応件数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 24.2 28.3 31.1 28.1 28.2 32.5 34.1 27.4 31.3

高位群 35.2 43.4 44.7 39.1 34.7 41.9 46.6 34.7 40.5

中位群 23.7 26.1 30.7 28.7 31.3 35.3 34.8 30.1 33.5

低位群 5.0 7.1 6.5 6.4 6.4 7.0 8.2 6.0 6.9

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 31.7 29.2 34.1 30.8 31.5 37.3 36.4 32.3 35.0

高位群 42.2 36.2 44.3 40.7 40.3 52.0 53.1 45.9 49.7

中位群 33.6 32.7 37.0 32.1 34.2 37.9 35.7 33.0 35.5

低位群 6.6 5.3 5.6 9.2 7.5 9.5 9.5 7.2 7.9

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数
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Q4-1-4 養護相談_それ以外:対応件数 

「全体」では、「2020.3」が平均 13.4 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2020.7」が平均 16.3 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2020.3」が平

均 16.1 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2020.4」が平均 1.1 件でもっとも多くなってい

る。 

図表 52 Q4-1-4 コロナ感染者数別 養護相談_それ以外:対応件数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 
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12

14

16

18

全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 10.5 10.7 11.8 11.3 9.9 10.9 12.4 11.0 11.2

高位群 13.1 11.5 15.4 15.4 11.7 13.4 16.0 11.5 13.8

中位群 12.2 13.4 13.1 12.2 11.8 12.6 13.8 14.0 12.9

低位群 0.7 0.6 0.5 1.0 0.9 0.7 1.1 0.5 0.6

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 11.0 10.4 13.4 11.6 11.1 13.0 13.2 12.0 12.2

高位群 13.3 11.6 15.5 12.7 13.4 16.3 16.3 15.5 16.0

中位群 13.0 12.8 16.1 14.2 13.1 15.1 15.2 13.7 13.6

低位群 0.6 0.6 0.5 1.1 0.6 0.5 1.1 0.7 0.9

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数
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Q4-1-3-1 養護相談_児童虐待相談_身体的虐待:対応件数 

「全体」では、「2020.7」が平均 8.8 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2020.7」が平均 11.1 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2020.7」が平

均 9.5 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2019.2」が平均 1.9 件でもっとも多くなってい

る。 

図表 53 Q4-1-3-1 コロナ感染者数別 養護相談_児童虐待相談_身体的虐待:対応件数 

:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 
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8

10

12

全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 5.9 6.6 6.8 6.8 6.3 7.7 8.3 6.1 7.4

高位群 8.0 8.9 9.0 8.7 7.4 10.2 10.6 7.1 8.9

中位群 6.0 6.7 7.2 7.3 7.2 8.3 8.9 7.2 8.5

低位群 1.4 1.9 1.3 1.4 1.4 1.3 1.7 1.1 1.6

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 7.7 7.0 7.4 7.1 6.9 8.6 8.8 7.4 8.0

高位群 9.8 8.1 7.5 8.2 7.7 10.6 11.1 9.5 10.4

中位群 8.6 8.3 9.4 8.1 8.2 9.5 9.5 8.0 8.6

低位群 0.9 1.1 1.0 1.8 1.4 1.7 1.8 1.4 1.7

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数
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Q4-1-3-2 養護相談_児童虐待相談_性的虐待:対応件数 

「全体」では、「2019.6」が平均 0.35 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2020.1」が平均 0.42 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2020.6」が平

均 0.45 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2019.4」が平均 0.21 件でもっとも多くなってい

る。 

図表 54 Q4-1-3-2 コロナ感染者数別 養護相談_児童虐待相談_性的虐待:対応件数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 

 

 

  

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 0.24 0.32 0.28 0.23 0.26 0.35 0.29 0.27 0.21

高位群 0.26 0.24 0.26 0.22 0.25 0.37 0.29 0.28 0.26

中位群 0.30 0.44 0.37 0.25 0.34 0.41 0.38 0.34 0.25

低位群 0.04 0.06 0.03 0.21 0.03 0.14 0.02 0.02 0.01

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 0.33 0.29 0.30 0.19 0.27 0.33 0.30 0.24 0.25

高位群 0.42 0.15 0.27 0.20 0.21 0.25 0.36 0.29 0.33

中位群 0.38 0.43 0.39 0.24 0.37 0.45 0.34 0.29 0.27

低位群 0.03 0.06 0.05 0.03 0.11 0.11 0.09 0.01 0.03

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数
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Q4-1-3-3 養護相談_児童虐待相談_心理的虐待:対応件数 

「全体」では、「2020.6」が平均 10.8 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2020.6」が平均 16.5 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2020.6」が平

均 10.3 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2020.7」が平均 3.1 件でもっとも多くなってい

る。 

図表 55 Q4-1-3-3 コロナ感染者数別 養護相談_児童虐待相談_心理的虐待:対応件数 

:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 
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12

14

16

18

全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 5.9 7.1 8.1 7.2 7.2 8.8 9.2 7.7 8.4

高位群 9.0 12.0 12.5 10.8 10.0 12.7 14.7 10.9 11.2

中位群 5.5 5.9 7.4 6.9 7.4 8.9 8.3 7.9 9.0

低位群 1.0 1.6 1.6 1.4 1.6 1.4 2.0 1.7 1.7

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 8.1 7.1 8.8 8.3 8.5 10.8 10.3 8.4 9.5

高位群 12.4 9.8 12.8 12.6 12.3 16.5 15.4 11.9 14.0

中位群 7.7 7.4 8.9 7.8 8.6 10.3 9.8 8.5 9.5

低位群 1.6 1.6 1.4 2.2 2.0 2.5 3.1 1.9 1.7

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数
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Q4-1-3-4 養護相談_児童虐待相談_暴力の目撃等によるもの:対応件数 

「全体」では、「2020.7」が平均 9.9 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2019.7」が平均 11.6 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2020.3」が平

均 11.5 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2020.4」が平均 3.2 件でもっとも多くなってい

る。 

図表 56 Q4-1-3-4 コロナ感染者数別 養護相談_児童虐待相談_暴力の目撃等によるもの:対応件数 

:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 

 

 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 7.1 7.7 9.1 8.2 8.6 9.4 9.9 8.0 8.7

高位群 9.2 11.1 11.2 9.3 8.0 10.3 11.6 9.0 10.0

中位群 7.6 7.5 9.9 9.6 11.1 11.4 11.3 9.6 10.2

低位群 1.7 1.8 2.1 2.1 2.1 1.8 2.2 1.5 1.9

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 8.5 8.3 9.6 9.3 8.7 9.6 9.9 8.6 9.3

高位群 8.4 7.7 10.8 10.2 9.1 10.8 11.4 8.9 10.9

中位群 10.7 10.9 11.5 10.7 10.5 11.1 11.3 10.6 10.5

低位群 2.1 1.4 1.4 3.2 2.3 2.9 2.9 2.2 2.7

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数
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Q4-1-3-5 養護相談_児童虐待相談_保護の怠慢･拒否:対応件数 

「全体」では、「2020.7」が平均 9.9 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2019.7」が平均 11.6 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2020.3」が平

均 11.5 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2020.4」が平均 3.2 件でもっとも多くなってい

る。 

図表 57 Q4-1-3-5 コロナ感染者数別 養護相談_児童虐待相談_保護の怠慢･拒否:対応件数 

:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 

 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 7.1 7.7 9.1 8.2 8.6 9.4 9.9 8.0 8.7

高位群 9.2 11.1 11.2 9.3 8.0 10.3 11.6 9.0 10.0

中位群 7.6 7.5 9.9 9.6 11.1 11.4 11.3 9.6 10.2

低位群 1.7 1.8 2.1 2.1 2.1 1.8 2.2 1.5 1.9

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 8.5 8.3 9.6 9.3 8.7 9.6 9.9 8.6 9.3

高位群 8.4 7.7 10.8 10.2 9.1 10.8 11.4 8.9 10.9

中位群 10.7 10.9 11.5 10.7 10.5 11.1 11.3 10.6 10.5

低位群 2.1 1.4 1.4 3.2 2.3 2.9 2.9 2.2 2.7

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数
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Q4-1-3-6 養護相談_児童虐待相談_登校･登園の禁止:対応件数 

「全体」では、「2019.9」が平均 0.20 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2020.9」が平均 0.30 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2019.9」が平

均 0.24 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2020.7」が平均 0.04 件でもっとも多くなってい

る。 

図表 58 Q4-1-3-6 コロナ感染者数別 養護相談_児童虐待相談_登校･登園の禁止:対応件数 

:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 

 

  

0

0.1

0.2

0.3

0.4

全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.10 0.11 0.02 0.20

高位群 0.07 0.07 0.08 0.03 0.04 0.13 0.16 0.03 0.23

中位群 0.09 0.09 0.09 0.11 0.11 0.12 0.11 0.03 0.24

低位群 0.03 0.03 0.03 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 0.08 0.05 0.10 0.07 0.04 0.05 0.05 0.04 0.11

高位群 0.09 0.07 0.15 0.12 0.08 0.12 0.08 0.06 0.30

中位群 0.11 0.06 0.11 0.07 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04

低位群 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.04 0.02 0.02

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数



50 

 

Q4-1-3-7 養護相談_児童虐待相談_それ以外:対応件数 

「全体」では、「2020.6」が平均 7.8 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2020.8」が平均 14.2 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2020.3」が平

均 7.8 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2019.7」が平均 2.4 件でもっとも多くなってい

る。 

図表 59 Q4-1-3-7 コロナ感染者数別 養護相談_児童虐待相談_それ以外:対応件数 

:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 
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6

8

10

12

14

16

全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 5.1 6.6 7.0 5.4 5.6 6.0 6.4 4.8 6.2

高位群 7.5 10.0 9.6 8.8 7.8 7.7 9.2 6.4 9.2

中位群 4.9 6.2 7.2 4.8 5.8 6.4 6.1 5.0 6.0

低位群 1.4 1.8 1.3 1.0 1.3 2.0 2.4 1.6 1.7

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 6.3 5.9 7.8 5.8 6.8 7.8 7.2 7.3 6.8

高位群 9.4 8.9 11.0 8.5 11.0 12.8 13.1 14.2 11.5

中位群 6.0 5.7 7.8 5.7 6.5 7.2 6.0 5.5 6.0

低位群 1.7 1.3 1.9 1.2 0.7 1.0 0.9 1.0 1.3

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数
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Q4-2 保健相談:対応件数 

「全体」では、「2019.3」が平均 12.1 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2019.3」が平均 20.4 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2019.3」が平

均 10.6 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2020.9」が平均 3.1 件でもっとも多くなってい

る。 

図表 60 Q4-2 コロナ感染者数別 保健相談:対応件数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 
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全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 9.3 9.9 12.1 7.6 9.0 9.6 9.6 8.4 8.4

高位群 17.1 19.6 20.4 13.9 17.2 18.6 18.8 16.0 15.9

中位群 7.1 6.9 10.6 6.1 7.0 7.2 7.2 6.6 6.5

低位群 0.5 0.5 0.4 0.7 0.4 0.6 0.4 0.4 0.5

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 8.0 7.6 8.0 5.9 6.0 7.7 8.0 7.2 8.2

高位群 14.8 13.4 12.0 9.4 8.8 12.3 12.2 11.1 13.8

中位群 6.3 6.5 8.0 5.2 5.9 7.0 7.3 6.6 6.7

低位群 0.5 0.6 0.6 1.9 1.8 2.0 2.2 1.9 3.1

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数
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Q4-3 障害相談:対応件数 

「全体」では、「2020.2」が平均 9.5 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2020.2」が平均 19.4 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2019.7」が平

均 7.3 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2020.7」が平均 3.7 件でもっとも多くなってい

る。 

図表 61 Q4-3 コロナ感染者数別 障害相談:対応件数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 

 

  

0
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10

15

20

25

全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 6.7 6.8 6.3 6.6 7.7 7.9 8.6 7.2 7.5

高位群 10.7 11.8 10.1 11.6 13.4 13.0 13.7 12.7 13.0

中位群 5.5 5.2 5.3 5.1 6.0 6.5 7.3 5.5 5.9

低位群 2.3 2.1 1.9 2.1 2.2 2.3 2.9 1.7 2.1

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 7.5 9.5 8.5 6.0 5.6 8.3 9.0 8.0 8.0

高位群 13.5 19.4 16.8 10.4 10.3 15.5 16.9 15.3 14.8

中位群 5.5 5.6 5.4 4.7 4.2 5.8 6.1 5.6 5.8

低位群 2.3 2.7 2.2 1.9 1.5 2.7 3.7 2.4 2.5

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数
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Q4-4 非行相談:対応件数 

「全体」では、「2020.3」が平均 0.77 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2020.8」が平均 1.10 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2020.3」が平

均 0.94 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2020.9」が平均 0.18 件でもっとも多くなってい

る。 

図表 62 Q4-4 コロナ感染者数別 非行相談:対応件数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 

 

  

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 0.55 0.56 0.62 0.62 0.61 0.62 0.55 0.62 0.63

高位群 0.68 0.72 0.75 0.75 0.77 0.83 0.68 0.85 0.85

中位群 0.64 0.62 0.74 0.72 0.69 0.65 0.61 0.63 0.69

低位群 0.06 0.09 0.03 0.09 0.10 0.14 0.14 0.16 0.04

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 0.65 0.64 0.77 0.52 0.50 0.52 0.71 0.66 0.69

高位群 0.88 0.69 0.86 0.60 0.52 0.63 1.02 1.10 0.91

中位群 0.70 0.81 0.94 0.62 0.65 0.60 0.72 0.60 0.72

低位群 0.10 0.07 0.07 0.07 0.01 0.08 0.14 0.05 0.18

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数
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Q4-5 育成相談:対応件数 

「全体」では、「2019.7」が平均 12.0 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2019.7」が平均 20.5 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2019.6」が平

均 10.3 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2020.9」が平均 8.2 件でもっとも多くなってい

る。 

図表 63 Q4-5 コロナ感染者数別 育成相談:対応件数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 
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20
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全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 9.6 9.9 11.0 10.2 9.7 11.7 12.0 7.9 10.0

高位群 16.5 14.8 15.9 16.9 15.8 17.7 20.5 12.1 15.9

中位群 7.1 8.4 9.2 7.9 7.8 10.3 9.2 6.7 8.4

低位群 4.4 5.1 6.9 5.5 5.0 5.3 5.4 4.3 4.4

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 9.7 10.0 9.4 7.7 7.1 10.8 11.5 9.3 11.3

高位群 16.2 14.1 14.6 11.6 10.0 17.2 19.6 14.2 17.6

中位群 7.5 9.4 7.7 6.8 6.1 8.6 8.8 7.3 8.7

低位群 4.2 4.9 5.7 3.8 5.2 6.4 6.1 7.0 8.2

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数
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Q4-5-1 育成相談_性格行動相談:対応件数 

「全体」では、「2019.6」が平均 3.8 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2019.6」が平均 6.8 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2019.6」が平

均 2.9 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2020.3」が平均 2.8 件でもっとも多くなってい

る。 

図表 64 Q4-5-1 コロナ感染者数別 育成相談_性格行動相談:対応件数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 
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2

3

4

5

6

7

8

全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 2.8 3.0 3.5 3.2 3.2 3.8 3.7 2.6 3.1

高位群 5.2 5.1 5.3 5.4 5.9 6.8 6.7 4.5 5.9

中位群 2.0 2.5 2.8 2.3 2.2 2.9 2.8 2.1 2.1

低位群 0.9 0.7 2.0 1.7 1.4 1.3 1.3 0.7 1.0

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 2.6 2.4 3.0 2.1 2.2 3.1 3.1 2.8 3.5

高位群 4.8 4.8 5.1 2.9 3.2 5.5 5.5 4.6 6.4

中位群 2.0 1.6 1.9 2.0 1.8 2.2 2.3 2.1 2.5

低位群 0.6 0.7 2.8 1.1 1.5 1.5 1.3 1.7 1.4

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数
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Q4-5-2 育成相談_不登校相談:対応件数 

「全体」では、「2020.7」が平均 3.7 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2019.6」が平均 4.6 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2020.7」が平

均 4.3 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2020.6」が平均 1.4 件でもっとも多くなってい

る。 

図表 65 Q4-5-2 コロナ感染者数別 育成相談_不登校相談:対応件数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 

 

  

0
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2

3

4

5

全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 2.8 3.2 3.3 2.9 2.7 3.6 3.0 1.9 3.0

高位群 3.6 4.2 4.3 3.3 3.5 4.6 3.8 2.1 4.0

中位群 3.1 3.6 3.6 3.2 2.9 3.9 3.3 2.2 3.1

低位群 0.3 0.5 0.7 1.1 0.6 0.9 0.8 0.7 0.8

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 3.1 3.0 2.8 2.1 2.1 3.3 3.7 2.6 3.3

高位群 3.9 4.2 4.1 1.9 2.1 3.7 4.1 3.0 4.5

中位群 3.3 3.2 2.8 2.5 2.4 3.8 4.3 2.9 3.5

低位群 1.0 0.8 0.8 1.0 1.0 1.4 1.1 0.8 0.9

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数
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Q4-5-3 育成相談_適性相談:対応件数 

「全体」では、「2020.3」が平均 0.5 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2020.6」が平均 1.1 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2020.3」が平

均 0.6 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2019.3」が平均 0.5 件でもっとも多くなってい

る。 

図表 66 Q4-5-3 コロナ感染者数別 育成相談_適性相談:対応件数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 
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0.4

0.6

0.8

1

1.2

全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.2 0.3

高位群 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.7 0.9 0.4 0.8

中位群 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

低位群 0.1 0.0 0.5 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 0.4 0.3 0.5 0.1 0.2 0.4 0.3 0.4 0.3

高位群 0.8 0.7 0.5 0.3 0.3 1.1 0.8 0.7 0.6

中位群 0.2 0.2 0.6 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2

低位群 0.1 0.1 0.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数
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Q4-5-4 育成相談_育児･しつけ相談:対応件数 

「全体」では、「2019.7」が平均 4.8 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2019.7」が平均 8.8 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2019.6」が平

均 3.9 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2020.9」が平均 4.6 件でもっとも多くなってい

る。 

図表 67 Q4-5-4 コロナ感染者数別 育成相談_育児･しつけ相談:対応件数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 
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5

6

7

8

9

10

全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 4.0 3.7 4.1 4.0 3.6 4.3 4.8 3.0 3.8

高位群 7.4 5.5 5.9 7.8 6.1 6.0 8.8 4.5 5.3

中位群 2.3 2.6 3.2 2.3 2.5 3.9 3.1 2.3 3.5

低位群 2.8 3.8 3.4 2.4 2.6 2.6 3.1 2.5 2.3

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 4.0 3.3 3.2 3.1 2.8 3.9 4.4 3.4 4.1

高位群 7.2 4.7 4.3 5.4 3.9 5.8 8.1 4.9 5.3

中位群 2.5 2.7 3.1 2.5 2.3 3.2 2.8 2.6 3.3

低位群 2.5 3.0 1.5 1.1 2.1 3.1 2.9 3.5 4.6

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数
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Q4-5-5 育成相談_それ以外:対応件数 

「全体」では、「2020.2」が平均 1.7 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2020.7」が平均 1.9 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2020.2」が平

均 2.8 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2020.9」が平均 1.3 件でもっとも多くなってい

る。 

図表 68 Q4-5-5 コロナ感染者数別 育成相談_それ以外:対応件数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 
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0.5

1

1.5

2

2.5

3

全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6

高位群 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 0.5

中位群 0.6 0.8 1.0 0.9 0.9 0.8 0.7 0.5 0.7

低位群 0.3 0.2 0.5 0.4 0.3 0.6 0.3 0.4 0.5

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 0.6 1.7 0.7 0.9 0.7 1.0 1.0 0.9 1.1

高位群 0.5 0.4 1.1 1.5 1.1 1.8 1.9 1.4 1.3

中位群 0.7 2.8 0.7 0.6 0.5 0.8 0.7 0.6 1.0

低位群 0.2 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5 0.7 1.2 1.3

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数
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Q4-6 児童相談所:通告数 

「全体」では、「2020.6」が平均 4.8 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2020.6」が平均 8.4 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2020.6」が平

均 4.1 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2019.3」が平均 2.5 件でもっとも多くなってい

る。 

図表 69 Q4-6 コロナ感染者数別 児童相談所:通告数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 
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3

4

5

6

7

8

9

全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 2.2 2.8 3.0 3.0 3.2 3.8 3.6 3.1 3.5

高位群 3.8 4.5 5.2 4.8 5.5 5.8 5.3 4.4 4.6

中位群 1.8 2.3 2.1 2.4 2.6 3.5 3.5 3.0 3.4

低位群 1.4 2.1 2.5 2.2 1.7 1.9 1.5 1.6 2.2

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 3.0 2.7 3.2 3.3 3.7 4.8 4.5 3.8 4.1

高位群 4.7 3.8 4.6 5.8 6.6 8.4 8.3 6.7 6.9

中位群 2.6 2.6 2.9 2.6 3.1 4.1 3.5 3.2 3.5

低位群 1.6 1.4 1.7 1.7 1.8 1.9 2.4 1.5 1.9

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数



61 

 

Q4-7 児童扶養手当:受給者数 

「全体」では、「2019.1」が平均 866.1 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2019.2」が平均 1158.7 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2019.1」が

平均 807.0 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2019.1」が平均 484.1 件でもっとも多くな

っている。 

図表 70 Q4-7 コロナ感染者数別 児童扶養手当:受給者数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 
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200
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800

1000

1200

1400

全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 866.1 860.0 797.6 784.5 801.9 802.1 807.9 799.6 803.8

高位群 1153.0 1158.7 1077.9 1087.1 1094.2 1096.0 1101.3 1103.5 1097.0

中位群 807.0 793.6 738.7 714.4 733.4 733.8 738.0 726.9 736.5

低位群 484.1 482.7 436.3 433.2 445.6 442.9 451.4 446.9 444.5

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 809.1 815.0 750.0 755.6 763.4 766.9 768.5 771.6 756.8

高位群 1117.6 1119.3 1035.8 1044.0 1058.0 1049.0 1064.6 1059.1 1059.9

中位群 731.3 742.2 688.3 690.1 695.5 698.7 700.7 707.0 685.5

低位群 456.3 452.3 407.7 410.6 415.8 423.4 417.7 421.1 412.5

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数
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Q4-8-1 学童保育:登録児童数 

「全体」では、「2019.5」が平均 1049.4 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2019.8」が平均 1481.7 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2019.5」が

平均 934.8 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2019.5」が平均 649.9 件でもっとも多くな

っている。 

図表 71 Q4-8-1 コロナ感染者数別 学童保育:登録児童数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 
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全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 882.3 867.0 861.8 988.4 1049.4 952.8 985.9 1009.9 929.9

高位群 1283.9 1279.8 1257.8 1426.9 1438.9 1403.9 1462.8 1481.7 1373.1

中位群 732.4 703.7 715.9 853.0 934.8 776.3 803.2 836.8 756.1

低位群 540.7 538.3 530.5 576.6 649.9 582.4 595.8 593.8 575.2

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 888.8 875.0 826.9 992.6 973.6 943.9 997.1 937.2 920.8

高位群 1314.3 1301.2 1211.2 1458.0 1443.7 1442.7 1416.6 1400.6 1346.0

中位群 718.6 703.4 679.4 841.6 809.1 763.2 858.0 776.0 737.2

低位群 562.1 556.8 535.4 585.1 550.2 476.9 588.4 478.0 632.5

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数
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Q4-8-2 学童保育:待機児童数 

「全体」では、「2019.5」が平均 17.4 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2020.5」が平均 37.7 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2020.5」が平

均 8.8 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2019.5」が平均 7.8 件でもっとも多くなってい

る。 

図表 72 Q4-8-2 コロナ感染者数別 学童保育:待機児童数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 
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全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 5.6 4.9 4.7 15.5 17.4 13.3 13.1 12.2 9.6

高位群 12.7 11.4 10.6 33.9 37.3 30.2 29.1 26.3 22.9

中位群 2.6 2.1 2.2 8.7 8.5 6.2 6.5 6.7 3.7

低位群 0.9 1.0 0.9 3.8 7.8 3.4 2.7 2.5 2.3

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 4.7 4.2 4.1 16.6 17.2 14.7 14.6 11.3 9.2

高位群 10.1 8.9 8.3 37.5 37.7 34.4 32.8 25.3 20.3

中位群 2.2 2.0 2.3 8.6 8.8 6.3 6.8 5.4 4.5

低位群 2.0 2.1 2.0 3.6 5.2 2.9 3.8 2.6 2.4

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数
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Q4-9 保育所保育料減免制度:申請数 

「全体」では、「2020.5」が平均 224.2 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2020.4」が平均 338.5 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2020.5」が

平均 175.1 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2020.5」が平均 187.4 件でもっとも多くな

っている。 

図表 73 Q4-9 コロナ感染者数別 保育所保育料減免制度:申請数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 
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全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 20.9 21.1 26.3 28.6 21.1 20.1 20.5 22.2 21.1

高位群 9.4 9.0 19.2 24.0 13.7 10.4 10.6 15.4 13.0

中位群 15.1 15.6 19.8 23.6 15.0 14.9 15.3 15.7 14.8

低位群 58.5 58.4 58.8 51.9 52.6 53.2 53.7 54.2 54.6

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 17.8 18.5 81.1 222.0 224.2 107.1 28.3 49.2 31.4

高位群 8.1 8.5 138.2 338.5 337.2 206.0 29.6 107.4 51.4

中位群 11.5 12.5 51.1 171.7 175.1 68.2 19.7 15.8 13.9

低位群 54.9 54.8 71.7 182.3 187.4 51.9 53.1 50.9 51.6

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数
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Q4-10-1 母子福祉資金:貸付人員数 

「全体」では、「2019.4」が平均 10.8 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2019.3」が平均 6.5 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2019.4」が平

均 15.6 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2019.4」が平均 3.9 件でもっとも多くなってい

る。 

図表 74 Q4-10-1 コロナ感染者数別 母子福祉資金:貸付人員数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 
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全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 8.3 8.0 9.2 10.8 8.5 7.3 7.8 7.6 7.9

高位群 5.6 5.3 6.5 6.4 5.1 3.5 4.1 4.4 4.2

中位群 11.9 11.5 12.9 15.6 12.2 11.2 12.0 11.4 11.8

低位群 1.5 1.6 2.2 3.9 2.6 1.5 1.3 1.3 2.8

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 7.8 7.7 8.9 9.5 7.3 6.5 6.7 6.4 6.7

高位群 5.0 4.7 5.5 5.2 3.8 2.9 3.1 3.1 3.3

中位群 11.2 11.1 12.9 14.0 10.9 10.2 10.5 9.9 10.1

低位群 1.5 1.5 2.0 3.1 2.5 1.2 1.1 1.2 2.4

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数
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Q4-10-1-1 母子福祉資金_就学支度資金:貸付人員数 

「全体」では、「2019.3」が平均 2.9 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2019.3」が平均 1.8 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2020.3」が平

均 4.2 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2020.3」が平均 1.3 件でもっとも多くなってい

る。 

図表 75 Q4-10-1-1 コロナ感染者数別 母子福祉資金_就学支度資金:貸付人員数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 
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全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 2.0 2.3 2.9 2.0 1.7 1.6 1.6 1.6 1.8

高位群 0.9 1.3 1.8 0.6 0.3 0.0 0.0 0.1 0.2

中位群 3.0 3.4 4.0 3.1 3.0 2.9 2.9 2.9 3.2

低位群 0.6 0.7 1.2 1.0 0.5 0.3 0.3 0.3 0.4

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 1.9 2.3 2.9 1.9 1.6 1.5 1.4 1.4 1.5

高位群 0.7 1.0 1.4 0.5 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1

中位群 3.0 3.5 4.2 3.0 2.8 2.7 2.6 2.6 2.8

低位群 0.6 0.6 1.3 0.7 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数
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Q4-10-1-2 母子福祉資金_修学資金:貸付人員数 

「全体」では、「2019.4」が平均 8.7 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2019.4」が平均 6.0 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2019.4」が平

均 12.2 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2019.4」が平均 2.9 件でもっとも多くなってい

る。 

図表 76 Q4-10-1-2 コロナ感染者数別 母子福祉資金_修学資金:貸付人員数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 
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全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 6.2 5.6 6.2 8.7 6.6 5.6 6.2 5.9 6.0

高位群 4.7 4.1 4.7 6.0 4.8 3.6 4.1 4.2 4.0

中位群 8.6 7.9 8.6 12.2 9.1 8.1 9.0 8.4 8.4

低位群 0.9 1.0 0.9 2.9 2.1 1.1 0.9 0.8 2.4

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 5.9 5.3 6.0 7.5 5.6 5.0 5.2 4.9 5.2

高位群 4.4 3.8 4.1 4.7 3.7 3.0 3.3 3.1 3.3

中位群 8.2 7.5 8.5 10.7 7.9 7.4 7.7 7.2 7.2

低位群 0.9 0.8 0.8 2.4 2.0 0.8 0.7 0.7 2.0

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数
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Q4-10-1-3 母子福祉資金_就職支度資金:貸付人員数 

「全体」では、「2019.4」が平均 0.04 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2019.4」が平均 0.11 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2020.3」が平

均 0.05 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2020.4」が平均 0.05 件でもっとも多くなってい

る。 

図表 77 Q4-10-1-3 コロナ感染者数別 母子福祉資金_就職支度資金:貸付人員数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 
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0.2

全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 0.01 0.02 0.02 0.04 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01

高位群 0.00 0.00 0.01 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

中位群 0.00 0.02 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01

低位群 0.04 0.05 0.05 0.05 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 0.01 0.01 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00

高位群 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

中位群 0.00 0.00 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00

低位群 0.05 0.02 0.02 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数
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Q4-10-1-4 母子福祉資金_修業資金:貸付人員数 

「全体」では、「2019.4」が平均 0.18 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2019.4」が平均 0.23 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2019.1」が平

均 0.21 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2020.8」が平均 0.09 件でもっとも多くなってい

る。 

図表 78 Q4-10-1-4 コロナ感染者数別 母子福祉資金_修業資金:貸付人員数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 
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全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 0.13 0.13 0.12 0.18 0.12 0.11 0.12 0.12 0.11

高位群 0.04 0.06 0.06 0.23 0.09 0.05 0.07 0.09 0.06

中位群 0.21 0.19 0.18 0.20 0.17 0.16 0.17 0.17 0.17

低位群 0.05 0.05 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 0.13 0.12 0.14 0.14 0.10 0.09 0.10 0.09 0.10

高位群 0.05 0.09 0.08 0.10 0.03 0.03 0.03 0.03 0.05

中位群 0.20 0.17 0.21 0.19 0.15 0.14 0.15 0.14 0.14

低位群 0.03 0.02 0.03 0.07 0.07 0.07 0.09 0.09 0.07

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数
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Q4-10-1-5 母子福祉資金_それ以外:貸付人員数 

「全体」では、「2019.4」が平均 0.19 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2019.9」が平均 0.11 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2019.4」が平

均 0.35 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2019.8」と「2020.2」が平均 0.04 件でもっとも

多くなっている。 

図表 79 Q4-10-1-5 コロナ感染者数別 母子福祉資金_それ以外:貸付人員数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 
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全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 0.08 0.08 0.14 0.19 0.04 0.05 0.04 0.05 0.08

高位群 0.08 0.08 0.09 0.03 0.08 0.05 0.08 0.08 0.11

中位群 0.11 0.09 0.21 0.35 0.03 0.06 0.03 0.04 0.08

低位群 0.00 0.04 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.04 0.02

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 0.04 0.07 0.05 0.18 0.05 0.04 0.04 0.05 0.05

高位群 0.09 0.09 0.10 0.05 0.08 0.04 0.03 0.09 0.07

中位群 0.02 0.06 0.03 0.31 0.04 0.05 0.05 0.03 0.05

低位群 0.00 0.04 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数
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Q4-10-2 父子福祉資金:貸付人員数 

「全体」では、「2019.4」が平均 0.46 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2019.4」が平均 0.35 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2020.4」が平

均 0.58 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2020.4」が平均 0.32 件でもっとも多くなってい

る。 

図表 80 Q4-10-2 コロナ感染者数別 父子福祉資金:貸付人員数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 

 

  

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 0.26 0.29 0.38 0.46 0.31 0.22 0.23 0.24 0.27

高位群 0.17 0.20 0.29 0.35 0.22 0.11 0.13 0.15 0.16

中位群 0.37 0.40 0.49 0.57 0.39 0.31 0.33 0.33 0.32

低位群 0.08 0.13 0.18 0.31 0.19 0.11 0.11 0.09 0.28

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 0.26 0.31 0.32 0.43 0.31 0.24 0.25 0.24 0.28

高位群 0.14 0.27 0.25 0.22 0.21 0.12 0.11 0.13 0.16

中位群 0.37 0.41 0.42 0.58 0.42 0.35 0.37 0.34 0.35

低位群 0.08 0.08 0.13 0.32 0.11 0.09 0.09 0.08 0.26

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数
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Q4-10-2-1 父子福祉資金_就学支度資金:貸付人員数 

「全体」では、「2019.3」が平均 0.14 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2019.3」が平均 0.12 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2019.3」が平

均 0.16 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2019.3」が平均 0.13 件でもっとも多くなってい

る。 

図表 81 Q4-10-2-1 コロナ感染者数別 父子福祉資金_就学支度資金:貸付人員数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 

 

  

0

0.1

0.2

全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 0.05 0.08 0.14 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04

高位群 0.05 0.07 0.12 0.02 0.03 0.00 0.02 0.00 0.00

中位群 0.06 0.08 0.16 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07

低位群 0.04 0.07 0.13 0.07 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 0.06 0.11 0.12 0.06 0.07 0.05 0.05 0.05 0.06

高位群 0.02 0.12 0.08 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02

中位群 0.09 0.13 0.14 0.07 0.10 0.08 0.08 0.08 0.09

低位群 0.04 0.06 0.09 0.08 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数
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Q4-10-2-2 父子福祉資金_修学資金:貸付人員数 

「全体」では、「2019.4」が平均 0.39 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2019.4」が平均 0.33 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2019.4」が平

均 0.47 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2019.9」と「2020.4」が平均 0.25 件でもっとも

多くなっている。 

図表 82 Q4-10-2-2 コロナ感染者数別 父子福祉資金_修学資金:貸付人員数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 

 

  

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 0.20 0.20 0.22 0.39 0.25 0.17 0.18 0.19 0.21

高位群 0.13 0.13 0.15 0.33 0.20 0.11 0.11 0.15 0.16

中位群 0.28 0.28 0.31 0.47 0.31 0.23 0.25 0.25 0.24

低位群 0.04 0.05 0.05 0.22 0.13 0.08 0.06 0.06 0.25

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 0.19 0.19 0.20 0.34 0.23 0.19 0.19 0.18 0.21

高位群 0.12 0.15 0.17 0.20 0.20 0.12 0.11 0.13 0.15

中位群 0.27 0.27 0.26 0.45 0.30 0.26 0.27 0.24 0.24

低位群 0.04 0.04 0.04 0.25 0.08 0.06 0.06 0.04 0.23

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数
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Q4-10-2-3 父子福祉資金_就職支度資金:貸付人員数 

「全体」では、「2020.4」が平均 0.01 件でもっとも多くなっている。 

「中位群」では、「2020.4」が平均 0.02 件でもっとも多くなっている。「高位群」および「低位群」で

は、いずれの時期も 0 件となっている。 

図表 83 Q4-10-2-3 コロナ感染者数別 父子福祉資金_就職支度資金:貸付人員数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 

 

  

0

0.1

全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

高位群 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

中位群 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

低位群 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

高位群 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

中位群 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

低位群 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数
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Q4-10-2-4 父子福祉資金_修業資金:貸付人員数 

「全体」では、「2020.1」が平均 0.003 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2019.3」が平均 0.009 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2020.1」が

平均 0.005 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2019.4」が平均 0.019 件でもっとも多くな

っている。 

図表 84 Q4-10-2-4 コロナ感染者数別 父子福祉資金_修業資金:貸付人員数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 

 

  

0

0.1

全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 0.000 0.000 0.003 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

高位群 0.000 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

中位群 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

低位群 0.000 0.000 0.000 0.019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

高位群 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

中位群 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

低位群 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数
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Q4-10-2-5 父子福祉資金_それ以外:貸付人員数 

「全体」では、「2020.4」が平均 0.03 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2019.3」が平均 0.01 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2020.4」が平

均 0.05 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2019.7」が平均 0.02 件でもっとも多くなってい

る。 

図表 85 Q4-10-2-5 コロナ感染者数別 父子福祉資金_それ以外:貸付人員数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 

 

  

0

0.1

全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

高位群 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

中位群 0.03 0.03 0.03 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

低位群 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

高位群 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

中位群 0.02 0.02 0.02 0.05 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03

低位群 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数
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Q4-11-1 配偶者暴力:受理件数 

「全体」では、「2020.4」が平均 11.7 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2020.4」が平均 18.7 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2020.4」が平

均 10.6 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2020.5」が平均 5.1 件でもっとも多くなってい

る。 

図表 86 Q4-11-1 コロナ感染者数別 配偶者暴力:受理件数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 

 

 

 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 6.6 7.2 8.3 7.7 7.8 8.2 8.6 8.3 7.8

高位群 10.5 11.3 12.9 11.9 11.9 13.4 14.3 12.1 11.8

中位群 5.8 6.5 7.8 6.8 7.2 7.1 7.4 7.9 7.1

低位群 1.6 2.1 1.7 3.0 2.6 2.9 2.6 2.8 2.5

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 7.4 7.4 8.3 11.7 11.0 10.7 8.7 8.4 8.6

高位群 11.3 11.3 12.4 18.7 16.6 16.7 12.9 11.7 12.8

中位群 6.8 6.9 8.0 10.6 9.9 9.8 8.2 8.4 8.2

低位群 2.5 2.3 1.9 3.3 5.1 3.3 3.0 2.9 2.7

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数
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Q4-11-2 配偶者暴力_緊急時安全確保:件数 

「全体」では、「2019.9」が平均 0.39 件でもっとも多くなっている。 

「高位群」では、「2019.4」が平均 0.90 件でもっとも多くなっている。「中位群」では、「2019.2」が平

均 0.28 件でもっとも多くなっている。「低位群」では、「2020.9」が平均 0.13 件でもっとも多くなってい

る。 

図表 87 Q4-11-2 コロナ感染者数別 配偶者暴力_緊急時安全確保:件数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 

 

 

 

  

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

全体 高位群 中位群 低位群（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 0.20 0.33 0.28 0.36 0.24 0.25 0.22 0.24 0.39

高位群 0.46 0.56 0.50 0.90 0.48 0.48 0.42 0.44 0.90

中位群 0.11 0.28 0.23 0.15 0.18 0.18 0.18 0.20 0.21

低位群 0.02 0.05 0.04 0.02 0.02 0.07 0.02 0.02 0.03

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 0.18 0.15 0.20 0.22 0.18 0.21 0.17 0.20 0.26

高位群 0.29 0.20 0.37 0.48 0.32 0.33 0.32 0.32 0.49

中位群 0.16 0.17 0.14 0.14 0.16 0.20 0.15 0.17 0.17

低位群 0.07 0.02 0.05 0.02 0.00 0.03 0.00 0.03 0.13

コロナ感
染者数

コロナ感
染者数
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２) 自治体規模別 

 以下では、自治体規模別に、部署における支援状況のうち、主な項目をみていく。 

 

Q4-1 養護相談:対応件数 

「全体」では、「2020.6」が平均 56.8 件でもっとも多くなっている。 

「政令指定都市・中核市」では、「2020.6」が平均 165.5 件でもっとも多くなっている。「人口 10 万人

以上の市」では、「2020.7」が平均 111.2 件でもっとも多くなっている。「人口 10 万人以下の市」では、

「2020.6」が平均 51.9 件でもっとも多くなっている。「町村」では、「2020.3」が平均 12.7 件でもっとも

多くなっている。 

図表 88 Q4-1 自治体規模別 養護相談:対応件数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 

 

  

0

20

40
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140

160

180

全体 政令指定都市・中核市 人口10万人以上の市

人口10万人以下の市 町村

（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 40.6 44.1 49.1 47.3 44.3 50.5 53.4 43.2 48.4

政令指定都市・中核市 100.7 115.9 130.5 142.4 136.1 153.4 153.2 141.2 142.3

人口10万人以上の市 77.9 84.4 92.9 88.0 74.8 90.3 99.0 71.6 90.3

人口10万人以下の市 33.8 38.4 43.4 38.6 39.1 43.1 47.4 37.3 41.6

町村 7.5 8.2 10.1 7.3 8.1 9.3 8.3 7.8 9.0

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 48.0 45.3 54.8 50.7 48.1 56.8 55.7 49.9 53.3

政令指定都市・中核市 126.0 129.5 155.9 151.2 133.7 165.5 163.0 140.0 144.4

人口10万人以上の市 91.7 75.7 99.0 100.7 87.2 106.6 111.2 90.0 105.3

人口10万人以下の市 41.1 43.5 46.7 41.9 44.2 51.9 49.5 46.6 46.0

町村 8.2 7.2 12.7 7.8 7.9 10.0 8.0 8.9 9.5

Q1 自治体
の規模

Q1 自治体
の規模
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Q4-2 保健相談:対応件数 

「全体」では、「2019.3」が平均 12.1 件でもっとも多くなっている。 

「政令指定都市・中核市」では、「2019.7」が平均 7.9 件でもっとも多くなっている。「人口 10 万人以

上の市」では、「2019.3」が平均 32.1件でもっとも多くなっている。「人口 10万人以下の市」では、「2020.9」

が平均 3.5 件でもっとも多くなっている。「町村」では、「2019.3」が平均 11.3 件でもっとも多くなって

いる。 

図表 89 Q4-2 自治体規模別 保健相談:対応件数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 
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全体 政令指定都市・中核市 人口10万人以上の市

人口10万人以下の市 町村

（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 9.3 9.9 12.1 7.6 9.0 9.6 9.6 8.4 8.4

政令指定都市・中核市 7.7 5.7 7.2 6.1 6.7 7.1 7.9 6.0 6.2

人口10万人以上の市 27.6 31.1 32.1 22.4 27.4 29.2 29.6 25.9 24.9

人口10万人以下の市 2.9 2.9 2.8 2.6 2.8 3.4 3.3 3.0 2.9

町村 5.4 5.9 11.3 5.0 5.5 5.6 5.4 5.1 5.0

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 8.0 7.6 8.0 5.9 6.0 7.7 8.0 7.2 8.2

政令指定都市・中核市 6.5 5.0 6.6 4.7 4.5 4.7 5.8 5.5 5.6

人口10万人以上の市 23.1 21.9 18.5 15.5 14.2 19.7 19.8 17.9 21.6

人口10万人以下の市 3.0 3.3 2.6 2.0 2.2 3.2 3.3 3.4 3.5

町村 4.7 4.7 7.6 5.2 5.7 6.3 6.6 5.7 6.2

Q1 自治体
の規模

Q1 自治体
の規模
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Q4-3 障害相談:対応件数 

「全体」では、「2020.2」が平均 9.5 件でもっとも多くなっている。 

「政令指定都市・中核市」では、「2019.7」が平均 15.1 件でもっとも多くなっている。「人口 10 万人

以上の市」では、「2020.2」が平均 17.6 件でもっとも多くなっている。「人口 10 万人以下の市」では、

「2020.7」が平均 11.1 件でもっとも多くなっている。「町村」では、「2019.5」が平均 3.1 件でもっとも

多くなっている。 

図表 90 Q4-3 自治体規模別 障害相談:対応件数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 
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全体 政令指定都市・中核市 人口10万人以上の市

人口10万人以下の市 町村

（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 6.7 6.8 6.3 6.6 7.7 7.9 8.6 7.2 7.5

政令指定都市・中核市 11.8 10.5 10.7 10.7 12.7 13.3 15.1 13.7 13.1

人口10万人以上の市 14.0 16.1 13.1 12.0 14.2 15.4 16.5 14.5 14.6

人口10万人以下の市 5.6 5.1 5.1 6.0 7.0 7.0 8.1 6.3 6.7

町村 1.6 1.6 2.1 2.9 3.1 2.6 2.5 1.9 2.4

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 7.5 9.5 8.5 6.0 5.6 8.3 9.0 8.0 8.0

政令指定都市・中核市 12.1 11.3 14.0 9.9 8.2 10.9 11.5 11.1 12.2

人口10万人以上の市 15.5 17.6 15.8 7.0 5.9 13.7 14.5 14.4 12.8

人口10万人以下の市 7.1 10.7 8.8 8.0 8.3 9.2 11.1 8.9 9.3

町村 1.8 2.2 2.2 1.8 1.5 2.8 2.2 2.2 2.5

Q1 自治体
の規模

Q1 自治体
の規模
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Q4-4 非行相談:対応件数 

「全体」では、「2020.3」が平均 0.77 件でもっとも多くなっている。 

「政令指定都市・中核市」では、「2019.4」が平均 1.58 件でもっとも多くなっている。「人口 10 万人

以上の市」では、「2020.1」が平均 1.53 件でもっとも多くなっている。「人口 10 万人以下の市」では、

「2020.8」が平均 1.09 件でもっとも多くなっている。「町村」では、「2019.3」が平均 0.13 件でもっとも

多くなっている。 

図表 91 Q4-4 自治体規模別 非行相談:対応件数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 

 

  

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4
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全体 政令指定都市・中核市 人口10万人以上の市

人口10万人以下の市 町村

（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 0.55 0.56 0.62 0.62 0.61 0.62 0.55 0.62 0.63

政令指定都市・中核市 1.03 1.24 1.24 1.58 1.44 1.30 0.86 1.47 1.06

人口10万人以上の市 0.86 1.09 0.81 1.08 1.14 1.22 1.33 1.34 1.34

人口10万人以下の市 0.69 0.55 0.81 0.65 0.57 0.62 0.49 0.48 0.59

町村 0.05 0.06 0.13 0.04 0.11 0.07 0.05 0.08 0.10

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 0.65 0.64 0.77 0.52 0.50 0.52 0.71 0.66 0.69

政令指定都市・中核市 0.92 1.03 1.25 1.34 0.94 1.20 1.40 0.97 1.46

人口10万人以上の市 1.53 1.28 1.09 0.89 0.82 0.81 0.99 0.73 1.36

人口10万人以下の市 0.66 0.75 1.08 0.49 0.56 0.59 0.98 1.09 0.70

町村 0.05 0.04 0.12 0.04 0.12 0.07 0.04 0.02 0.03

Q1 自治体
の規模

Q1 自治体
の規模
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Q4-5 育成相談:対応件数 

「全体」では、「2019.7」が平均 12.0 件でもっとも多くなっている。 

「政令指定都市・中核市」では、「2019.6」が平均 19.1 件でもっとも多くなっている。「人口 10 万人

以上の市」では、「2019.7」が平均 26.0 件でもっとも多くなっている。「人口 10 万人以下の市」では、

「2020.2」が平均 12.7 件でもっとも多くなっている。「町村」では、「2020.3」が平均 4.7 件でもっとも

多くなっている。 

図表 92 Q4-5 自治体規模別 育成相談:対応件数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 
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全体 政令指定都市・中核市 人口10万人以上の市

人口10万人以下の市 町村

（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 9.6 9.9 11.0 10.2 9.7 11.7 12.0 7.9 10.0

政令指定都市・中核市 13.4 16.5 15.9 18.4 17.4 19.1 18.0 13.7 15.1

人口10万人以上の市 21.1 19.0 19.1 20.1 18.4 22.9 26.0 15.6 20.9

人口10万人以下の市 9.1 10.3 11.8 10.0 10.1 11.7 11.2 7.8 9.2

町村 1.5 1.6 3.4 1.7 2.0 2.9 2.2 1.7 2.8

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 9.7 10.0 9.4 7.7 7.1 10.8 11.5 9.3 11.3

政令指定都市・中核市 12.8 13.0 13.1 13.3 9.6 17.6 15.2 13.0 15.2

人口10万人以上の市 21.2 17.0 15.9 13.4 13.0 19.4 24.3 16.8 20.1

人口10万人以下の市 9.1 12.7 9.3 8.5 8.0 11.9 12.2 10.1 12.4

町村 2.2 2.1 4.7 1.7 1.7 2.6 2.5 2.7 3.6

Q1 自治体
の規模

Q1 自治体
の規模
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Q4-6 児童相談所:通告数 

「全体」では、「2020.6」が平均 4.8 件でもっとも多くなっている。 

「政令指定都市・中核市」では、「2020.6」が平均 45.8 件でもっとも多くなっている。「人口 10 万人

以上の市」では、「2020.7」が平均 7.5 件でもっとも多くなっている。「人口 10 万人以下の市」では、

「2020.6」が平均 1.9 件でもっとも多くなっている。「町村」では、「2020.9」が平均 0.3 件でもっとも多

くなっている。 

図表 93 Q4-6 自治体規模別 児童相談所:通告数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 
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全体 政令指定都市・中核市 人口10万人以上の市

人口10万人以下の市 町村

（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 2.2 2.8 3.0 3.0 3.2 3.8 3.6 3.1 3.5

政令指定都市・中核市 24.7 30.8 29.2 29.1 32.5 40.8 36.4 33.9 37.1

人口10万人以上の市 4.1 5.0 6.2 5.6 5.8 6.5 5.8 4.6 5.6

人口10万人以下の市 0.8 1.3 1.4 1.3 1.5 1.6 1.6 1.4 1.3

町村 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 3.0 2.7 3.2 3.3 3.7 4.8 4.5 3.8 4.1

政令指定都市・中核市 26.8 26.3 30.9 29.0 32.2 45.8 41.5 33.7 37.6

人口10万人以上の市 5.9 4.0 4.9 5.1 5.5 6.9 7.5 5.5 5.7

人口10万人以下の市 1.4 1.5 1.9 1.3 1.7 1.9 1.6 1.5 1.7

町村 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3

Q1 自治体
の規模

Q1 自治体
の規模
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Q4-7 児童扶養手当:受給者数 

「全体」では、「2019.1」が平均 866.1 件でもっとも多くなっている。 

「政令指定都市・中核市」では、「2019.2」が平均 4161.2 件でもっとも多くなっている。「人口 10 万

人以上の市」では、「2019.2」が平均 1379.8 件でもっとも多くなっている。「人口 10 万人以下の市」で

は、「2019.1」が平均 456.3 件でもっとも多くなっている。「町村」では、「2019.3」が平均 99.6 件でもっ

とも多くなっている。 

図表 94 Q4-7 自治体規模別 児童扶養手当:受給者数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 
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全体 政令指定都市・中核市 人口10万人以上の市

人口10万人以下の市 町村

（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 866.1 860.0 797.6 784.5 801.9 802.1 807.9 799.6 803.8

政令指定都市・中核市 4145.8 4161.2 3853.8 3829.1 3851.5 3877.8 3900.7 3906.4 3900.9

人口10万人以上の市 1370.9 1379.8 1320.9 1317.6 1327.0 1333.2 1340.4 1341.3 1341.8

人口10万人以下の市 456.3 436.2 412.4 406.6 407.8 410.4 412.4 413.1 414.5

町村 90.8 91.2 99.6 91.8 87.6 90.1 90.7 97.3 92.2

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 809.1 815.0 750.0 755.6 763.4 766.9 768.5 771.6 756.8

政令指定都市・中核市 3934.0 3945.8 3711.3 3692.6 3722.7 3750.9 3771.0 3774.2 3770.8

人口10万人以上の市 1353.2 1360.6 1270.7 1279.2 1290.8 1293.6 1301.5 1304.1 1300.6

人口10万人以下の市 416.3 420.9 393.4 390.8 392.9 392.5 396.5 397.8 398.6

町村 92.0 90.8 97.9 87.5 88.8 90.3 91.9 93.2 94.2

Q1 自治体
の規模

Q1 自治体
の規模
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Q4-8-1 学童保育:登録児童数 

「全体」では、「2019.5」が平均 1049.4 件でもっとも多くなっている。 

「政令指定都市・中核市」では、「2019.8」が平均 5172.6 件でもっとも多くなっている。「人口 10 万

人以上の市」では、「2020.4」が平均 1904.0 件でもっとも多くなっている。「人口 10 万人以下の市」で

は、「2019.8」が平均 591.3 件でもっとも多くなっている。「町村」では、「2020.4」が平均 172.4 件でも

っとも多くなっている。 

図表 95 Q4-8-1 自治体規模別 学童保育:登録児童数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 
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全体 政令指定都市・中核市 人口10万人以上の市

人口10万人以下の市 町村

（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 882.3 867.0 861.8 988.4 1049.4 952.8 985.9 1009.9 929.9

政令指定都市・中核市 4411.0 4349.5 4420.7 4915.7 4923.7 4947.0 5079.7 5172.6 4810.2

人口10万人以上の市 1562.9 1544.7 1547.2 1811.3 1796.9 1742.8 1794.0 1835.1 1718.2

人口10万人以下の市 523.4 518.3 523.3 590.2 571.9 563.5 586.7 591.3 552.0

町村 146.1 142.8 145.5 166.3 161.7 156.4 162.2 163.0 154.2

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 888.8 875.0 826.9 992.6 973.6 943.9 997.1 937.2 920.8

政令指定都市・中核市 4669.7 4564.2 4362.9 4988.4 4558.3 4912.3 4980.4 4882.8 4685.8

人口10万人以上の市 1640.0 1613.7 1535.1 1904.0 1859.4 1815.4 1779.5 1761.2 1866.1

人口10万人以下の市 531.9 525.5 506.3 589.7 563.7 562.5 562.1 554.6 539.1

町村 154.8 151.2 149.1 172.4 168.1 166.0 164.6 164.1 159.5

Q1 自治体
の規模

Q1 自治体
の規模
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Q4-8-2 学童保育:待機児童数 

「全体」では、「2019.5」が平均 17.4 件でもっとも多くなっている。 

「政令指定都市・中核市」では、「2019.5」が平均 55.3 件でもっとも多くなっている。「人口 10 万人

以上の市」では、「2020.4」が平均 52.6 件でもっとも多くなっている。「人口 10 万人以下の市」では、

「2020.4」が平均 10.3 件でもっとも多くなっている。「町村」では、「2020.4」が平均 1.7 件でもっとも

多くなっている。 

図表 96 Q4-8-2 自治体規模別 学童保育:待機児童数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 
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全体 政令指定都市・中核市 人口10万人以上の市

人口10万人以下の市 町村

（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 5.6 4.9 4.7 15.5 17.4 13.3 13.1 12.2 9.6

政令指定都市・中核市 16.7 13.6 11.8 52.0 55.3 42.6 44.4 39.6 29.2

人口10万人以上の市 13.7 11.9 11.3 46.7 50.7 43.5 42.3 38.3 30.8

人口10万人以下の市 4.9 4.5 4.6 9.8 8.5 7.6 7.2 7.6 6.0

町村 0.6 0.6 0.7 1.2 1.1 1.0 1.0 0.8 0.8

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 4.7 4.2 4.1 16.6 17.2 14.7 14.6 11.3 9.2

政令指定都市・中核市 9.2 7.5 6.6 49.2 51.8 40.0 35.4 23.8 20.9

人口10万人以上の市 14.7 12.8 11.5 52.6 52.4 49.7 46.7 37.1 29.6

人口10万人以下の市 4.0 3.9 4.5 10.3 9.5 9.1 9.4 8.8 7.0

町村 0.5 0.5 0.5 1.7 1.7 1.6 1.4 1.2 1.3

Q1 自治体
の規模

Q1 自治体
の規模
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Q4-9 保育所保育料減免制度:申請数 

「全体」では、「2020.5」が平均 224.2 件でもっとも多くなっている。 

「政令指定都市・中核市」では、「2020.4」が平均 972.7 件でもっとも多くなっている。「人口 10 万人

以上の市」では、「2020.5」が平均 429.6 件でもっとも多くなっている。「人口 10 万人以下の市」では、

「2020.4」が平均 131.5 件でもっとも多くなっている。「町村」では、「2020.5」が平均 22.5 件でもっと

も多くなっている。 

図表 97 Q4-9 自治体規模別 保育所保育料減免制度:申請数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 
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全体 政令指定都市・中核市 人口10万人以上の市

人口10万人以下の市 町村

（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 20.9 21.1 26.3 28.6 21.1 20.1 20.5 22.2 21.1

政令指定都市・中核市 6.8 6.3 25.0 18.1 7.3 6.8 5.8 6.9 4.7

人口10万人以上の市 6.6 8.0 15.5 23.3 9.6 7.1 6.9 12.1 10.0

人口10万人以下の市 44.1 43.7 44.3 50.7 42.1 42.5 43.5 45.4 43.3

町村 6.6 6.7 12.8 10.4 7.8 6.1 6.2 6.2 6.6

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 17.8 18.5 81.1 222.0 224.2 107.1 28.3 49.2 31.4

政令指定都市・中核市 1.1 0.9 268.5 972.7 972.0 407.1 18.7 4.5 6.2

人口10万人以上の市 5.0 8.6 174.8 421.4 429.6 254.1 58.6 168.4 64.7

人口10万人以下の市 40.6 40.7 55.6 131.5 131.1 57.7 39.6 46.1 44.8

町村 4.2 4.2 9.5 21.7 22.5 5.2 3.6 4.4 8.9

Q1 自治体
の規模

Q1 自治体
の規模
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Q4-10-1 母子福祉資金:貸付人員数 

「全体」では、「2019.4」が平均 10.8 件でもっとも多くなっている。 

「政令指定都市・中核市」では、「2019.4」が平均 66.4 件でもっとも多くなっている。「人口 10 万人

以上の市」では、「2019.4」が平均 5.9 件でもっとも多くなっている。「人口 10 万人以下の市」では、

「2019.4」が平均 3.0 件でもっとも多くなっている。「町村」では、「2019.8」が平均 0.7 件でもっとも多

くなっている。 

図表 98 Q4-10-1 自治体規模別 母子福祉資金:貸付人員数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 
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全体 政令指定都市・中核市 人口10万人以上の市

人口10万人以下の市 町村

（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 8.3 8.0 9.2 10.8 8.5 7.3 7.8 7.6 7.9

政令指定都市・中核市 53.3 50.9 57.1 66.4 57.3 48.1 52.5 49.2 52.5

人口10万人以上の市 3.3 3.7 5.0 5.9 3.3 2.2 2.1 2.9 2.8

人口10万人以下の市 2.1 2.1 2.8 3.0 1.9 1.7 1.7 1.8 1.9

町村 0.5 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.7 0.6

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 7.8 7.7 8.9 9.5 7.3 6.5 6.7 6.4 6.7

政令指定都市・中核市 51.2 48.7 55.3 58.7 47.3 41.7 44.8 43.0 45.8

人口10万人以上の市 2.9 3.6 4.2 5.2 3.2 2.6 2.2 2.5 2.8

人口10万人以下の市 2.0 2.0 2.7 2.5 1.7 1.5 1.4 1.4 1.6

町村 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6

Q1 自治体
の規模

Q1 自治体
の規模
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Q4-10-2 父子福祉資金:貸付人員数 

「全体」では、「2019.4」が平均 0.5 件でもっとも多くなっている。 

「政令指定都市・中核市」では、「2019.4」が平均 2.2 件でもっとも多くなっている。「人口 10 万人以

上の市」では、「2020.5」が平均 0.4 件でもっとも多くなっている。「人口 10 万人以下の市」では、「2020.4」

が平均 0.2 件でもっとも多くなっている。「町村」では、「2020.2」および「2020.8」が平均 0.1 件でもっ

とも多くなっている。 

図表 99 Q4-10-2 自治体規模別 父子福祉資金:貸付人員数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 
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全体 政令指定都市・中核市 人口10万人以上の市

人口10万人以下の市 町村

（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 0.3 0.3 0.4 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3

政令指定都市・中核市 1.4 1.4 1.9 2.2 1.7 1.2 1.3 1.3 1.4

人口10万人以上の市 0.2 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3

人口10万人以下の市 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1

町村 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3

政令指定都市・中核市 1.4 1.4 1.7 2.0 1.5 1.2 1.3 1.2 1.4

人口10万人以上の市 0.2 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4

人口10万人以下の市 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

町村 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Q1 自治体
の規模

Q1 自治体
の規模
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Q4-11-1 配偶者暴力:受理件数 

「全体」では、「2020.4」が平均 11.7 件でもっとも多くなっている。 

「政令指定都市・中核市」では、「2020.4」が平均 52.4 件でもっとも多くなっている。「人口 10 万人

以上の市」では、「2020.4」が平均 22.0 件でもっとも多くなっている。「人口 10 万人以下の市」では、

「2020.4」が平均 5.9 件でもっとも多くなっている。「町村」では、「2020.4」が平均 0.5 件でもっとも多

くなっている。 

図表 100 Q4-11-1 自治体規模別 配偶者暴力:受理件数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 
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全体 政令指定都市・中核市 人口10万人以上の市

人口10万人以下の市 町村

（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 6.6 7.2 8.3 7.7 7.8 8.2 8.6 8.3 7.8

政令指定都市・中核市 29.4 33.3 35.9 31.9 34.8 33.7 38.4 35.7 33.9

人口10万人以上の市 13.6 15.3 18.1 15.0 14.6 15.7 16.1 15.2 14.2

人口10万人以下の市 2.3 2.4 3.1 3.6 3.5 3.9 3.4 4.1 3.6

町村 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 7.4 7.4 8.3 11.7 11.0 10.7 8.7 8.4 8.6

政令指定都市・中核市 31.0 32.0 35.7 52.4 49.2 45.9 38.5 37.2 36.3

人口10万人以上の市 14.3 14.4 15.1 22.0 20.2 19.5 15.6 15.2 15.7

人口10万人以下の市 3.7 3.3 4.3 5.9 5.4 5.6 4.9 4.5 4.7

町村 0.2 0.1 0.2 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3

Q1 自治体
の規模

Q1 自治体
の規模
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Q4-11-2 配偶者暴力_緊急時安全確保:件数 

「全体」では、「2019.9」が平均 0.39 件でもっとも多くなっている。 

「政令指定都市・中核市」では、「2020.9」が平均 0.76 件でもっとも多くなっている。「人口 10 万人

以上の市」では、「2019.4」が平均 1.34 件でもっとも多くなっている。「人口 10 万人以下の市」では、

「2019.2」が平均 0.34 件でもっとも多くなっている。「町村」では、「2020.9」が平均 0.07 件でもっとも

多くなっている。 

図表 101 Q4-11-2 自治体規模別 配偶者暴力_緊急時安全確保:件数:数値回答（平均値） 

 

＜平均値：数表＞ 

 

 

  

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

全体 政令指定都市・中核市 人口10万人以上の市

人口10万人以下の市 町村

（件）

2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 2019.5 2019.6 2019.7 2019.8 2019.9

全体 0.20 0.33 0.28 0.36 0.24 0.25 0.22 0.24 0.39

政令指定都市・中核市 0.53 0.57 0.50 0.40 0.41 0.75 0.56 0.50 0.63

人口10万人以上の市 0.55 0.69 0.75 1.34 0.58 0.41 0.41 0.62 1.23

人口10万人以下の市 0.07 0.34 0.21 0.14 0.17 0.20 0.12 0.15 0.21

町村 0.00 0.01 0.01 0.00 0.03 0.01 0.03 0.00 0.00

2020.1 2020.2 2020.3 2020.4 2020.5 2020.6 2020.7 2020.8 2020.9

全体 0.18 0.15 0.20 0.22 0.18 0.21 0.17 0.20 0.26

政令指定都市・中核市 0.34 0.52 0.45 0.31 0.39 0.48 0.44 0.60 0.76

人口10万人以上の市 0.35 0.27 0.29 0.61 0.48 0.38 0.38 0.35 0.52

人口10万人以下の市 0.17 0.11 0.20 0.15 0.10 0.16 0.08 0.14 0.13

町村 0.02 0.02 0.04 0.02 0.01 0.03 0.04 0.01 0.07

Q1 自治体
の規模

Q1 自治体
の規模
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 考察 

１) 新型コロナウイルス感染症の感染者数にみるに伴う休校、休園措置の影響 

①休校・休園状況 

小学校については、政府として休校措置が取られたため、感染者数高位群、中位群、低位群に関わらず

休校を実施していた状況である(図表 2)。一方、保育園に関しては感染者数が多い自治体ほど休園措置を

取っている自治体が多い(図表 3)。一方、幼稚園や認定こども園については保育園と同様の傾向が見られ

た(図表 4、5)。これらについては、幼稚園や保育園等は文科省や厚労省などそれぞれ異なるが、各自治

体が感染状況によってそれぞれに対応した施策を取っていたと考えられる。 

②子どもの支援の連携体制 

子ども支援に関する他機関、他部局の連携体制について、学校との連携については感染者数の群に関わ

らず、コロナ前に比べて休校中は低下している傾向である。しかしながら学校再開後については、中位

群、低位群についてコロナ禍以前よりも連携が行われており（図表 6-11 における「行う、頻繁に行う」

群の時系列ごとの比較）、高位群はコロナ前と同等程度に改善した。これらの結果から学校再開後に、休

校中にできなかった支援を行っていたことが推測される。 

この傾向は各機関との連携体制にも同様に見られ、学校への情報照会、幼稚園・保育園との連携に見ら

れた。一方、保育園・幼稚園への情報照会、教育機関との連携や情報照会については、どの群もコロナ前

よりも再開後の照会が増えていることから、休校・休園の影響があると考えられる(図表 9-23)。さらに

母子保健との関係もコロナ後に増えていることから(図表 24-29)、特に低年齢児にも休園の影響があると

示唆される。 

また、児童相談所との連携については、どの群も休校後は休校前とそれほど連携、情報照会、専門的助

言、バックアップについては差がなかった(図表 36-41)。つまり今回の休校は児相レベルのケース対応と

いうよりも市町村レベルのケース対応が増えたと推測される。 

２) 自治体の規模にみるコロナに伴う休校、休園措置の影響 

本分析は、自治体を「政令指定都市・中核市」、「人口 10万人以上の市」、「人口 10万人以下の市」、「町

村」に分類した集計をもとに分析を行った。 

①休校・休園状況 

小学校については、自治体規模に大きな違いが見られなかったのは感染者数別と同様である。しかしな

がら保育園、幼稚園、認定こども園については、人口 10万人以下の市および町村の休園割合が低い状況

が見られた（『機関調査：参考資料』参照）。 

②子どもの支援の連携体制 

コロナ前より、学校との連携は規模が大きいほど連携を行っていない傾向である。休校中においては連

携（行う、頻繁に行う）の割合が「政令指定都市・中核市」、「人口 10万人以上の市」については上昇し

たが、コロナ後については、全自治体規模について、コロナ前よりも連携の割合が低減した。 

一方、学校への情報照会においては、休校中は下がるが、学校再開後はコロナ前よりも連携が進んでい

る。これは学校や保育園・幼稚園への情報公開、教育委員会との連携であった。教育委員会への情報照会
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では、「政令指定都市・中核市」及び「人口 10万人以上の市」について同様であり、「人口 10万人以下の

市」、「町村」について休校中は減少し、学校再開後はコロナ前の水準以上に照会を行っていた。 

母子保健との連携や情報照会については「政令指定都市・中核市」及び「人口 10万人以上の市」、「人

口 10万人以下の市」「町村」のどの区分でも休校中は減少するが、学校再開後はコロナ前の水準以上にな

る。 

児童相談所との連携や情報照会についてはコロナ前に比べ休校期間中との連携は「政令指定都市・中核

市」については増加しているが、学校再開後はコロナ前とほぼ同様の水準となる。「人口 10 万人以上の

市」については、休校中は水準が下がり学校再開後は回復するもコロナ前の水準には至らない。「人口 10

万人以下の市」「町村」については休校中に減少するも学校再開後に回復しコロナ前の水準戻る。専門的

助言については「政令指定都市・中核市」は増加しているが学校再開後はコロナ前の水準となる。「人口

10万人以上の市」「人口 10万人以下の市」「町村」については休校中に減少するが学校再開後に「人口 10

万人以下の市」「町村」はコロナ前の水準以上に回復する（以上『機関調査：参考資料』参照）。 

３) ケースデータと感染者割合について 

①前年度比較：件数比較［（今年－前年）/前年度］1－9 月について 

多くの項目は前年度より相談件数が増加している傾向であった。しかしながらその増加率には月ごと

に違いがある。養護相談(全数)前年月比では、1 月は 18.2%であるが、2 月には 2.6%の増加にとどまり、

3月以降増加傾向に見られるが 1月の水準には達しない。また各種データがそろっている児童虐待につい

ても全数は 1月時点では 30.9%増加であるが、2月は 3.0%の増加にとどまり、徐々に増加していく傾向で

ある（図表 48）。 

②前年度比較：各項目の件数比較［（今年－前年）/前年度］1－9月について 

全体的にみると、多くの種別ではどの月も前年月比は増加している傾向であった。しかし性的虐待

（2.4.6.8 月）、児童虐待（暴力の目撃、8 月）、児童虐待相談（登校･登園の禁止、5.6.7.9 月）、児童虐

待（それ以外、2月）、保健相談（すべての月）、障害相談（3.4月）、非行相談（4.5.6月）、育成相談（3.4.5.6.7

月）、育成（性格行動、1－7月）、育成（不登校、2.3.4.5.6月）、育成（適性相談、4.5.7月）、育成（育

児しつけ 1－7月）、児相通告数（2月）については前年度比が減少していた。 

４) 現状分析 

①自治体からの視点から見た休校休園措置について 

感染者数や自治体の規模に関わらず、小学校以降については文科省により一斉休校が取られたために、

自治体間の違いは見られなかった。一方、休園措置等については各自治体間に違いがあった。保育園等に

ついての休園は、各自治体がその実情に応じて対応する状態であるが、それには保健医療福祉だけでなく

教育や総務部門等とも連携して対応する必要があるが、各自治体の特に保健部局の人員や予算などのリ

ソースの乏しさが、適切な感染状況の把握の障害となっているため、迅速な意思決定を妨げる要因にもな

ってしまう。特に保育園については、児童だけでなく働く親が多いため親の勤務や感染の状況などの外的

要因もあるため、休園措置については管轄する都道府県レベルでの対応をするなどして、市町村レベルに

負担がかからないシステムを構築する必要があると考えられる。 
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②相談件数から見る今後の相談対応の在り方 

児童相談所における児童虐待相談対応件数は、2019年度は前年比+19.5%である。一方、2019年 1-6月

と 2020 年 1-6 月の比較をすると、1 月は+21%であるが、2 月は+11％、3 月は+18％、4 月は+4％、5 月は

-4％、6月は+8%となっていて、コロナの拡大、自粛期間中に相談件数が減少している。（令和２年度全国

児童福祉主管課長・児童相談所長会議資料：厚生労働省、2020）。本調査は市町村における相談件数であ

るが、それでも児童虐待対応件数(全数)の前年度比は 1 月が最高でコロナ自粛にあたり減少している。

しかし児童相談所よりも前年度比の回復傾向が早い。これはコロナ禍による育児不安等による虐待への

不安が表れていると考えられる。 

全体的な自治体規模と各種機関との連携については、休校中はかかわりが減少している。休校中という

ことは家庭に子どもがいる時間が長く、様々なリスクが表出する可能性があるが、ケースについて多職種

で連携する機会が減少していることも言えるため、今後このような感染症や災害時においても連携の阻

害にならぬように、自治体の DX化の推進を図る必要がある。 

５) 政策提言 

①自治体の DX化の推進 

コロナ禍において、市町村においても災害（東日本大震災等）と同様に、ケース対応は一定期間（自粛

等）減少し、その後増加する傾向が明らかになった。自粛中は訪問や他機関との連携を行うことが難しい

ため、データサイエンスを利用した安全確認（ウェブ面接等）やウェブ上による個人情報に配慮したケー

ス検討などを行う方策が必要と考えられた。これらを実施するには個人情報保護 2,000 個問題など各種

自治体の課題もあることから、厚生労働省だけでなく他の省庁と連携して DX化を推進する必要があると

考えられた。 

②統計基礎データの把握 

今回の調査のように年度比較等はこのような社会状況では必要であると考えられる。しかしながら各

自治体はデータベースがないために調査の回答も含め多大な負担が考えられる。良いデータがなければ

よい政策の根拠にならない。よってこれら統計情報についても DXにより簡便化し、各自治体の業務を侵

害しないシステムを構築する必要がある。 
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図表  102 市町村調査：児童相談・母子相談部門調査票  

回答者様の職種・役職 回答欄→

問1．貴自治体の規模について，1～7のうち該当する数字を回答欄にご記入ください。

1．政令指定都市

2．中核市(児童相談所設置あり)

3．中核市(児童相談所設置なし)

4．1～3以外の人口10万人以上の市

5．人口10万人以下の市

6．町

7．村

回答欄（数字）→

お問い合わせ先：大阪府立大学　人間社会システム科学研究科
山野則子研究室

〒599-8531　大阪府堺市中区学園町1-1
電話：072-254-9783

E-mail：eb-ssw@sw.osakafu-u.ac.jp

【提出期限：2020年12月4日（金）】

　本調査は，厚生労働省特別研究の一環として，新型コロナウイルス感染拡大に伴う社会生活の急激な変化の下，子どもの生活・またその公的支援体制への影響を明らかにし，政策提言を行うことを目
的としております。本調査では，児童相談部門，保健福祉部門，教育部門に共通項目も含めてお伺いしております。業務のご多忙の折に大変心苦しいですが，日々子どもたちのために働く皆様のご苦労
や思いを受け止め，政策に反映されるよう，少しでも可能な範囲で調査にご協力を賜りたく存じます。なお，貴部局でのご回答が困難な場合は，管轄部局に参照の上でご回答をお願い致します。
　ご回答いただきました調査票データの取り扱いは，個人情報の漏洩に伴う不利益を生じないよう厳重に管理し，本件委託業者とは「個人情報に関する覚書」を取り交わすなど，個人情報の保護に最大
限の配慮を致します。本調査により得られた情報は，上記特別研究完了に伴う研究報告書，論文・学会発表等の研究目的以外に使用されず，研究における使用の際には個人が特定されないような記述
を行う等，取扱いに関しても細心の注意を払います。調査票へのご回答の中断・再開が可能であり，ご回答を控えたいとお感じになった場合には，無理にご回答を要求するものではありません。本調査
票への回答を以て，本調査へのご協力に同意を頂いたものとさせていただきます。
　その他本調査票に関してご質問等ございましたら，下記のお問い合わせ先にてお受け致します。どうぞよろしくお願い申し上げます。

市町村調査：児童母子相談部門

令和２年度厚生労働行政推進調査事業（厚生労働科学特別研究事業）
コロナ禍における子どもへの影響と支援方策のための横断的研究
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図表  103 市町村調査：児童相談・母子相談部門調査票（続き）  

1．あり

2．なし

3．不明 回答欄（数字）→

ま
っ
た
く
行
わ
な
い

あ
ま
り
行
わ
な
い

行
う

頻
繁
に
行
う

非
該
当

（
本
人
兼
務
な
ど

）

（記入例） A機関との連携 1 2 3 4 5

1-1．学校との連携 1 2 3 4 5

1-2．学校への情報照会 1 2 3 4 5

2-1．保育園・幼稚園との連携 1 2 3 4 5

2-2．保育園・幼稚園への情報照会 1 2 3 4 5

3-1．教育委員会との連携 1 2 3 4 5

3-2．教育委員会への情報照会 1 2 3 4 5

4-1．母子保健部局との連携 1 2 3 4 5

4-2．母子保健部局への情報照会 1 2 3 4 5

5-1．警察との連携 1 2 3 4 5

5-2．警察への情報照会 1 2 3 4 5

6-1．児童相談所との連携 1 2 3 4 5

6-2．児童相談所への情報照会 1 2 3 4 5

6-3．児童相談所からの専門的助言 1 2 3 4 5

6-4．児童相談所からのバックアップ 1 2 3 4 5

問3．他機関・他部局との連携体制についてお聞きします。
①新型コロナウイルス感染拡大前・②休校期間中・③学校再開後における，貴部署あるいは貴職からみた以下の他機関・他部局との連携体制について，
該当する数字をご記入ください。
※休校措置をとっていない場合は，①③のみご回答ください。

問2．貴自治体において，新型コロナウイルス感染拡大に伴う休校・休園措置があったかどうか，下記にご回答ください。
※回答が難しい場合は，「3.不明」をご入力ください。

公立小・中学校

認定こども園など

幼稚園

保育園

2

回答欄（数字）

③学校再開後
（2020年6月頃～）

①コロナ前
（～2020年2月）

②休校期間中
（2020年3月～）

4 2

変化の主な背景・要因等が
ありましたら

↓にご記入ください
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図表  103 市町村調査：児童相談・母子相談部門調査票（続き）  

  

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1月 2月 3月 4月 ５月 6月 7月 8月 9月

1．

1-1． ┗

1-2． ┗

1-3． ┗

1-3-1． ┗

1-3-2． ┗

1-3-3． ┗

1-3-4． ┗

1-3-5． ┗

1-3-6． ┗

2．

3．

4．

5．

5-1． ┗

5-2． ┗

5-3． ┗

5-4． ┗

6．

7．

8-1．

8-2．

9．

対応件数

性的虐待

心理的虐待

暴力の目撃等によるもの

適性相談

育児・しつけ相談

対応件数

対応件数

対応件数

不登校相談

障害相談

非行相談

育成相談

対応件数

通告数

2019年度

問4．貴部署における支援状況についてお聞きします。
2019年1月～9月・2020年1月～9月の間の各1か月間について，以下の項目の数をご記入下さい。
※人数等が0の場合は0とご記入下さい。また回答が難しい箇所につきましては空欄として下さい。

回答欄（数字）

2018年度

登校・登園の禁止

養護相談

傷病

家族環境

児童虐待相談

性格行動相談

対応件数

保健相談

受給者数児童扶養手当

登録児童数

待機児童数
学童保育

保育所保育料減免制度 申請数

児童相談所

対応件数

対応件数

対応件数

対応件数

保護の怠慢・拒否（ネグレクト）

対応件数

対応件数

対応件数

対応件数

対応件数

対応件数

身体的虐待

対応件数

(2019年) (2019年)

対応件数

2019年度

(2020年) (2020年)

2020年度
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図表  103 市町村調査：児童相談・母子相談部門調査票（続き）  

 

10-1．

10-1-1． ┗

10-1-2． ┗

10-1-3． ┗

10-1-4． ┗

10-2．

10-2-1． ┗

10-2-2． ┗

10-2-3． ┗

10-2-4． ┗

11-1．

11-2． ┗

＊これらの調査項目は，厚生労働省「福祉行政報告例」，内閣府配偶者暴力相談支援センター「配偶者からの暴力に関するデータ」における集計項目を参考に作成しております。

修学資金

就職支度資金

貸付人員数

貸付人員数

件数

貸付人員数

修学資金

就職支度資金

修業資金

就学支度資金

貸付人員数

貸付人員数

問5．その他，新型コロナウイルス感染拡大の前後で状況が大きく変化したとお感じになる点や困っていることについてご自由に記述して下さい。

緊急時安全確保

配偶者暴力

母子福祉資金

修業資金

貸付人員数

貸付人員数

父子福祉資金

就学支度資金

受理件数

貸付人員数

貸付人員数

貸付人員数
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