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現状と課題第2章

社会環境の現状と課題1

① 子ども・若者人口の減少

図表1　子ども・若者人口の推移（愛知県）
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（資料）総務省「国勢調査」（1970年～2020年）、2015年、2020年は不詳補完値による。
　　　子ども・若者（0～39歳）の割合は、総人口から年齢不詳を除いて算出。
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図表3　50歳時の未婚割合の推移（愛知県）

図表2　出生数（愛知県）と合計特殊出生率（愛知県、全国）

（資料）国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」
　　　50歳時の未婚割合とは、45～49歳の未婚割合と50～54歳の未婚割合の平均値。
　　　2015年と2020年は、配偶関係不詳補完結果に基づく値。

（資料）厚生労働省「人口動態統計」、愛知県衛生年報
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②　核家族化の進行

（資料）総務省「国勢調査」

③　地域におけるつながりの希薄化

夫婦のみ
▼

夫婦と子ども
▼

核家族世帯

3世代
▼

単独
▼

その他
▼

ひとり親と子ども
▼

図表4　一般世帯の家族類型別割合の推移（愛知県）

2020年

2015年

2010年

2005年

0％ 40％20％ 60％ 80％ 100％

36.3 3.64.58.327.919.3
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道具などを貸したり、借りたり、何か
手伝ったり、手伝ってもらったりする

地域のスポーツやレクリエーションの
大会

顔を合わせるが、あいさつや会話は
ほとんどない

回答者数＝1,246

あいさつをされれば返事をしている

お土産などをあげたり、もらったりする

ほとんど会わない

無回答

いつもあいさつをする

地域のお祭り

図表5　地域の人との関わり（愛知県）

回答者数＝1,246

図表6　地域行事への参加状況（愛知県）

（資料）愛知県「子ども・若者の生活実態・意識調査」

（複数回答）

（資料）愛知県「子ども・若者の生活実態・意識調査」

（複数回答）
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④　情報化社会の進展

これからも続けたい、今やっていないこともやってみたい

図表7　今後の地域行事への参加意向（愛知県）

（資料）愛知県「子ども・若者の生活実態・意識調査」

今はやっていないが、いつかやってみたいと思う 無回答

自分がリーダーとなって活動したい

やってみたいと思わない

20％0％ 40％ 60％ 80％ 100％回答者数＝

1,246 20.1 0.6 33.3 43.6 2.4

図表8　青少年のインターネット利用率（青少年対象調査・全国）

（資料）内閣府「青少年のインターネット利用環境実態調査」
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わからない・無回答

図表9　青少年のインターネット利用時間（平日1日あたり）（青少年対象調査・全国）

図表10　SNSに起因する事犯の被害児童数の推移（全国）

図表11　青少年のスマートフォンのフィルタリング設定率（保護者対象調査・全国）

（資料）内閣府「青少年のインターネット利用環境実態調査」

（資料）内閣府「青少年のインターネット利用環境実態調査」

（資料）警察庁「少年非行、児童虐待及び子供の性被害の状況」
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⑤　SDGs の推進

⑥　新型コロナウイルス感染症の影響
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とても感じている

図表12　新型コロナウイルス感染症の感染拡大による閉塞感（愛知県）

（資料）愛知県「子ども・若者の生活実態・意識調査」

（資料）愛知県「子ども・若者の生活実態・意識調査」

図表13　新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響（愛知県）

あまり感じていない

無回答

少し感じている

ほとんど感じていない

とても感じる あまり感じない 無回答少し感じる 感じない

20％0％

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

40％ 60％ 80％ 100％

回答者数＝

回答者数＝

1,246

1,246

28.0 44.5 17.5 8.8 1.1

1,246

1,246

1,246

1,246

251

251

1,151

1,151

17.1 30.9 31.5 18.8 1.7

58.1 27.0 5.5

5.6

7.2

7.6 1.8

25.213.2 34.3 25.5 1.8

32.432.9 18.2 14.8 1.6

19.514.3 33.1 30.7 2.4

14.99.7 14.8 44.7 15.8

14.99.7 23.0 37.1 15.3

49.0 23.5 16.3 4.0

13.0 36.1 43.5 1.8

友達と付き合うことができず、
仲間ができにくかった

余暇や旅行などの体験が
積めなかった

精神的に不安や孤独を感じた

ゲームやインターネットをして
過ごす時間が増えた

部活動や課外活動が
できなかったり、制限された

失業（アルバイトを含む）や仕事の
減少、仕事が見つからなかった

休校やオンライン授業などで勉強に
遅れが出た、勉強についていけない
ことがあった

家庭内の不和やもめごとが増えた

経済的に苦しくなった

■ 

学
生
の
人
へ

■ 

働
い
て
い
る
人
、

　

 

働
い
て
い
た
人
へ

13



第
２
章　

現
状
と
課
題

子ども・若者をめぐる現状と課題2

① 学校におけるいじめ、不登校
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（資料）文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」

図表15　小中学校における不登校児童生徒数の推移（愛知県）
※調査対象：愛知県の国公私立小中学校

図表14　小中学校、高等学校におけるいじめの認知件数の推移（愛知県）
※調査対象：愛知県の国公私立小中学校、高等学校
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7,725
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7,511
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7,084

10.6

42.9

（資料）文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」

不登校児童数（小学校） 不登校生徒数（中学校）

1,000 人当たりの不登校生徒数（中学校）1,000 人当たりの不登校児童数（小学校）
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（資料）文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」

不登校児童数（小学校） 不登校生徒数（中学校）

1,000 人当たりの不登校生徒数（中学校）1,000 人当たりの不登校児童数（小学校）
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図表16　高等学校における不登校生徒数の推移（愛知県）

図表17　高等学校における中途退学者数の推移（愛知県）
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（資料）文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」

（資料）文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」

不登校生徒数 1,000 人当たりの不登校生徒数

※調査対象：愛知県の国公私立高等学校
　　　　　 （高等学校通信制課程を含む）

※調査対象：愛知県の国公私立高等学校
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②　若年無業者（ニート等）、非正規雇用労働者

図表18　不本意非正規雇用労働者の推移（全国）

図表19　不本意非正規雇用労働者の状況（2021年平均、全国）

（％）

（資料）総務省「労働力調査」

（資料）総務省「労働力調査」（2021年平均）
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②　若年無業者（ニート等）、非正規雇用労働者

図表18　不本意非正規雇用労働者の推移（全国）

図表19　不本意非正規雇用労働者の状況（2021年平均、全国）

（％）

（資料）総務省「労働力調査」

（資料）総務省「労働力調査」（2021年平均）
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③　ひきこもり

図表21　ひきこもり状態にある者の推計数

図表20　若年無業者数及び人口に占める割合の推移（全国）
（万人） （％）

※総務省「国勢調査」（2015年）によると、15～39歳人口は3,445万人。
　　3,445万人×有効回収率に占める割合（％）＝全国の推計数（万人）
　同様に、本県の2020年10月1日現在の15～39歳人口は、2,109,085人。
　　2,109,085人×有効回収率に占める割合（％）＝愛知県の推計数（人）
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0.5

0

2.1

25～34歳15～24歳 若年無業者の割合

2015

（資料）総務省「労働力調査」

（資料）内閣府「若者の生活に関する調査」（2015年）
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自室からは出るが、家からは出ない
又は自室からほとんど出ない狭義の

ひきこもり
（A）

0.16％

有効
回収率に
占める割合

17.6万人 約1.1万人
ふだんは家にいるが、近所のコンビニ
などには出かける

0.35％

ふだんは家にいるが、自分の趣味に
関する用事のときだけ外出する

準ひきこもり
（B）

1.06％ 36.5万人 約2.2万人

広義のひきこもり（A＋B） 1.57％ 54.1万人 約3.3万人

全国の
推計数

愛知県の
推計数
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④　障害等により特別な支援を必要とする児童生徒

⑤　少年非行

図表22　特別支援学校、特別支援学級、通級指導教室の在籍児童生徒数の推移（愛知県）

図表23　刑法犯少年数と不良行為少年数の推移（愛知県）

（人）

（人） （人）

2015

・通級指導教室及び特別支援学級の児童生徒数は、公立小中学校計（名古屋市立含む）
・特別支援学校児童生徒数は、国公立盲・聾・特別支援学校計（名古屋市立含む）

（資料）特別支援学級設置状況等調査、通級指導教室設置状況等調査

通級指導教室児童生徒数 特別支援学校児童生徒数特別支援学級児童生徒数

2016 2017 2018 2019 2020 2021

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0
4,096

7,339

9,615

4,477

7,334

10,292

5,049

7,329

10,855

5,842

7,278

11,727

6,446

7,267

12,527

6,996

7,244

13,352

7,677

7,283

14,471

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

27,774 27,366
26,233

23,525

19,752
364

1,823

322

1,585

243

1,338

206

1,219

191

1,133

触法少年犯罪少年 不良行為少年

2017 2018 2019 2020 2021

（資料）愛知県警察本部「少年非行統計」
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④　障害等により特別な支援を必要とする児童生徒

⑤　少年非行

図表22　特別支援学校、特別支援学級、通級指導教室の在籍児童生徒数の推移（愛知県）

図表23　刑法犯少年数と不良行為少年数の推移（愛知県）
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・通級指導教室及び特別支援学級の児童生徒数は、公立小中学校計（名古屋市立含む）
・特別支援学校児童生徒数は、国公立盲・聾・特別支援学校計（名古屋市立含む）

（資料）特別支援学級設置状況等調査、通級指導教室設置状況等調査

通級指導教室児童生徒数 特別支援学校児童生徒数特別支援学級児童生徒数
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20,000
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0
4,096

7,339

9,615

4,477

7,334

10,292
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26,233

23,525
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206
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触法少年犯罪少年 不良行為少年
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（資料）愛知県警察本部「少年非行統計」
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⑥　子どもの貧困

図表24　薬物乱用で検挙された少年数の推移（愛知県）

図表25　子どもの貧困率（全国、愛知県）

2017

80

60

40

20

0

（人）

2018 2019 2020 2021

13

0

16

3

11

6

10

2

6

1

14
11

35

69

57

（資料）愛知県警察本部「少年非行統計」

（資料）愛知県子どもの貧困対策検討会議「愛知子ども調査」

覚醒剤 その他大麻

※貧困線とは、等価可処分所得（世帯の可処分所得（収入から税金・社会保険料等を除いたいわゆる手取り収入）を
世帯人員の平方根で割って調整した所得）の中央値の半分の額。

国民生活基礎調査の貧困線（2015年：122万円以下）による子どもの貧困率

愛知県　5.9％ （ひとり親家庭　52.9％） 【参考】全国　13.9％

愛知県独自の貧困線（137.5万円以下）による子どもの貧困率

愛知県　9.0％ （ひとり親家庭　65.5％）
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⑦　子ども・若者の自殺

⑧　ヤングケアラー

（資料）厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」（資料）愛知県警察本部資料より作成
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20歳未満 20歳代 30歳代
0

（人）

図表27　青少年の自殺者数の推移（愛知県）図表26　自殺者数の年齢構成（愛知県）

2017 年 2018年 2019年 2020年

年齢不詳
0.4％

38

109

144

125

145

38
48

57

130

154 149
134

70-79歳
15.4％

80歳
以上
10.2％

60-69歳
13.1％

50-59歳
13.7％

40-49歳
17.7％

20-29歳
13.1％
20-29歳
13.1％

2020年
1,172人

20歳未満
4.9％

30-39歳
11.4％
30-39歳
11.4％
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⑧　ヤングケアラー
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図表27　青少年の自殺者数の推移（愛知県）図表26　自殺者数の年齢構成（愛知県）
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（資料）愛知県「ヤングケアラー実態調査」

図表28　子ども自身が世話をする家族の有無について（愛知県）

無回答
0.0％
無回答
0.0％

無回答 1.7％

いる 6.5％
15人に1人

全国（小6）

小学5年生（11,970人）

小学5年生

いない 81.6％

いる
11.3％

9人に1人

愛知県

無回答
0.6％
無回答
0.6％

無回答 1.3％

いない 87.4％

いる
16.7％

6人に1人

愛知県

いる 5.7％
17人に1人

全国
いる 4.1％
24人に1人

全国

無回答
0.9％
無回答
0.9％

無回答 0.7％

いない 92.2％

いる
7.1％

14人に1人

愛知県

図表29　世話をすることの辛さについて（愛知県）

（資料）愛知県「ヤングケアラー実態調査」

（資料）愛知県「ヤングケアラー実態調査」

図表30　ヤングケアラーの自己認識と認知度について（愛知県）

中学2年生（11,116人）

辛さの内容【複数回答】※中高生のみ辛いと思うとき【複数回答】※小学生のみ

高校2年生全日制（7,145人）

中学2年生 高校2年生全日制

辛いと思う
ことがある
17.3％

辛いと思う
ことがある
15.0％

辛いと思う
ことがある
18.3％

辛いと思わない
41.5％

わからない
24.5％

無回答
16.7％ 無回答

25.2％
無回答
24.4％

辛いと思わない
59.8％

辛いと思わない
57.3％

時間的余裕がない疲れているとき 69.4％

55.5％

33.2％

32.9％

7.5％

自分の時間がほしいとき

友人と遊びたいとき

お世話の内容が大変なとき

学校の勉強や宿題をしないといけないとき

精神的に辛い

身体的に辛い

時間的余裕がない9.8％ 11.4％

11.2％6.4％

2.7％ 2.6％

精神的に辛い

身体的に辛い

全国調査
33.9％

全国調査
31.9％

全国調査
26.3％

小学5年生（11,970人） 中学2年生（11,116人） 高校2年生全日制（7,145人）

あてはまらない
78.0％

わからない
17.5％

あてはまる
2.9％

あてはまる
2.2％

無回答
1.6％

無回答
0.9％

あてはまらない
82.5％

わからない
14.4％

あてはまる
1.7％

無回答
1.0％

あてはまらない
83.6％

わからない
13.7％

自
分
は
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に

あ
て
は
ま
る
か

家
族
を
世
話
す
る
こ
と
の
辛
さ

世
話
を
す
る
家
族
の
有
無

74.4％ 69.9％ 66.1％

15.6％ 16.8％

13.7％ 16.1％

1.0％0.7％

15.8％

8.9％

0.9％

聞いたことはない

聞いたことはあるが、よく知らない

聞いたことがあり、内容も知っている

無回答

聞いたことはない

聞いたことはあるが、よく知らない

聞いたことがあり、内容も知っている

無回答

聞いたことはない

聞いたことがあり、内容も知っている

聞いたことはあるが、よく知らない

無回答

ヤングケアラーという言葉を聞いたことがあるか

いない 93.5％ いない 93.6％ いない 94.9％
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⑨　支援を必要とする外国人の子ども・若者

図表31　公立学校における日本語指導が必要な児童生徒数の推移（愛知県）

調査対象：愛知県の公立小学校、中学校、高等学校、義務教育学校、特別支援学校

（資料）文部科学省「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査」
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⑩　児童虐待

（資料）愛知県「児童虐待防止に関する取組の実施状況」

名古屋市

愛知県

全国

図表32　児童相談センターにおける児童虐待相談対応件数の推移（愛知県）
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子ども・若者の意識と関心3

① 自己肯定感、将来展望、悩み

（資料）文部科学省「令和4年度全国学力・学習状況調査」

図表33　問「自分には、よいところがあると思いますか」への回答（愛知県、全国）

図表34　問「将来の夢や目標を持っていますか」への回答（愛知県、全国）

小学校（愛知県）

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

小学校（全国）

中学校（愛知県）

中学校（全国）

当てはまる

どちらかといえば、当てはまらない その他・無回答

どちらかといえば、当てはまる

当てはまらない

（資料）文部科学省「令和4年度全国学力・学習状況調査」

当てはまる

どちらかといえば、当てはまらない その他・無回答

どちらかといえば、当てはまる

当てはまらない

38.1 40.8 14.1 7.0 0.0

39.4 39.9 13.5 7.2 0.0

36.5 42.1 15.1 6.3 0.0

36.0 42.5 14.9 6.6 0.0

小学校（愛知県）

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

小学校（全国）

中学校（愛知県）

中学校（全国）

58.7 19.9 10.8 10.6 0.0

60.4 19.4 10.3 9.9 0.0

38.0 28.0 19.6 14.3 0.1

39.8 27.5 19.1 13.4 0.1
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子ども・若者の意識と関心3

① 自己肯定感、将来展望、悩み

（資料）文部科学省「令和4年度全国学力・学習状況調査」

図表33　問「自分には、よいところがあると思いますか」への回答（愛知県、全国）

図表34　問「将来の夢や目標を持っていますか」への回答（愛知県、全国）
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36.5 42.1 15.1 6.3 0.0
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②　居場所、つながり

（資料）愛知県「子ども・若者の生活実態・意識調査」

図表35　悩みごとや心配ごとの有無（愛知県）

勉強や進学のこと 11.6

回答者数＝1,246

就職のこと

仕事のこと

将来のこと

家族のこと

友だちのこと

恋愛のこと

学費のこと

生活費のこと

自分の性格のこと

自分の健康のこと

自分の容姿のこと

政治や社会のこと

その他

悩みごとや心配ごとはない

無回答

18.5

43.7

62.0

35.0

8.9

18.7

11.0

38.4

24.3

35.1

23.4

14.0

2.2

7.3

0.5

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

（複数回答）
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自分の部屋

そう思う

図表36　居場所と感じられる居心地の良い場所（愛知県）

（資料）愛知県「子ども・若者の生活実態・意識調査」

どちらかといえばそう思わない 無回答

どちらかといえばそう思う

そう思わない

家庭（実家や親族の家を含む）

学校（卒業した学校を含む）

職場（過去の職場を含む）

地域（現在住んでいる場所や
そこにある施設など）

インターネット空間

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

67.4 22.3 4.9 4.3 1.1

55.8 33.9 6.4 3.3 0.6

23.8 47.8 18.8 8.1 1.6

16.9 34.7 20.826.4 1.3

13.8 34.0 25.2 22.6 4.3

10.1 38.5 25.0 17.0 9.4

回答者数＝1,246

図表37　困った時に助けてくれると思う人（愛知県）

回答者数＝1,246

64.4

37.6

21.3

18.4

14.1 72.2

23.7 51.2

42.0 15.3 10.4 11.0

36.6 14.0 10.8

29.6 3.9

5.1

2.6 8.8

0.5

1.1

1.7

2.2

1.7

家族・親族

学校で出会った友人

職場の人

地域の人

インターネット上の人
コミュニティ

そう思う

（資料）愛知県「子ども・若者の生活実態・意識調査」

どちらかといえばそう思わない 無回答

どちらかといえばそう思う

そう思わない
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自分の部屋

そう思う

図表36　居場所と感じられる居心地の良い場所（愛知県）

（資料）愛知県「子ども・若者の生活実態・意識調査」

どちらかといえばそう思わない 無回答

どちらかといえばそう思う

そう思わない

家庭（実家や親族の家を含む）

学校（卒業した学校を含む）

職場（過去の職場を含む）

地域（現在住んでいる場所や
そこにある施設など）

インターネット空間

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

67.4 22.3 4.9 4.3 1.1

55.8 33.9 6.4 3.3 0.6

23.8 47.8 18.8 8.1 1.6

16.9 34.7 20.826.4 1.3

13.8 34.0 25.2 22.6 4.3

10.1 38.5 25.0 17.0 9.4

回答者数＝1,246

図表37　困った時に助けてくれると思う人（愛知県）

回答者数＝1,246

64.4

37.6

21.3

18.4

14.1 72.2

23.7 51.2

42.0 15.3 10.4 11.0

36.6 14.0 10.8

29.6 3.9

5.1

2.6 8.8

0.5

1.1

1.7

2.2

1.7

家族・親族

学校で出会った友人

職場の人

地域の人

インターネット上の人
コミュニティ

そう思う

（資料）愛知県「子ども・若者の生活実態・意識調査」

どちらかといえばそう思わない 無回答

どちらかといえばそう思う

そう思わない
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③　モノづくりへの関心

0 10 20 30 40 50
％

43.4

35.2

47.2

17.6

48.2

41.2

35.4

35.9

29.4

19.6

17.6

19.8

12.3

29.4

16.2

29.4

16.4

24.2

17.6

2.5

11.8

3.5

2.6

0.0

1.6

11.0

11.4

愛知県の経済的な発展に
つながるので、すごい

熟練の専門的な技術が
すごい、かっこいい

専門的な技術を身につけて、
長く働き続けられそう

技術はすごくて大変そうなのに、
もうからない気がする

体力がいりそうで、大変そう

その他 男　性
（回答者数＝489）

無回答

ほかの仕事とそれほどかわらず、
特別なイメージもない、
イメージもわかない

工場など働く場所が暑そう、
危険な感じがする、
汚い感じがする

図表38　モノづくりのイメージ（愛知県・男女別）

（資料）愛知県「子ども・若者の生活実態・意識調査」

（複数回答3つまで）

女　性
（回答者数＝739）

どちらともいえない・答えたくない
（回答者数＝17）
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海外の観光地を訪れたり、歴史、
文化を体験すること

回答者数＝1,246

図表39　海外や異文化との関わり方についての関心（愛知県）

国内で映画や音楽など海外の文化に
触れること

国内で外国人を相手にした
ボランティア（通訳など）

海外でのボランティア
（青年海外協力隊など）

海外で生活すること 29.8

国内で外国人を相手にしたビジネス

海外に関心はない

無回答

海外で外国人を相手にしたビジネス

留学

8.7

68.5

7.5

14.9

7.1

4.7

18.5

0.6

32.2

（資料）愛知県「子ども・若者の生活実態・意識調査」

（複数回答）

第
２
章　

現
状
と
課
題

④　グローバル化への関心
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