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第１章 調査概要

１．調査目的

近年「8050 問題」等、ひきこもりが社会問題化しています。この調査は、県内のひきこもり当事者の人

数や年齢階層、ひきこもりに至った要因や期間など、ひきこもりの状況を把握、分析し、実態を踏まえた

具体的な支援策を検討するための基礎データとすることと、県、市町及び関係機関・団体等が実施するひ

きこもりに関する相談や啓発活動等へ反映し、対策を強化することにより、ひきこもり当事者及びその家

族等が必要な支援を受けることができる体制を構築することを目的として実施しました。

国は、ひきこもり等の問題には、市町で一括して相談に応じる体制の整備を打ち出しているため、今回

の調査過程等で支援を要する方を把握した場合には、市町が迅速に対応できるよう、県単独でなく市町と

共同で調査を実施しました。

なお、調査の実施には、静岡大学の学術院人文社会科学領域江口教授及び人文社会科学部荻野教授の

協力を得ています。

２．調査対象

県内の（政令市を含む）民生委員・児童委員 6,257 人及び主任児童委員 566 人

（令和元年９月１日現在現員）

３．調査期間

調 査 基 準 日：令和元年９月１日

調査票配付期間：令和元年９、10 月

回 収 期 間：令和元年 10～12 月

４．調査方法

（１）ひきこもり当事者への調査は、対象者の選定が困難であることから、調査に当たっては、住民の

身近な相談相手として、日頃から住民の生活や福祉全般に関する様々な活動を行い、地域の実情

に詳しい、民生委員・児童委員及び主任児童委員に対して市町を経由してアンケート調査を依頼

した。

（２）民生委員・児童委員及び主任児童委員への調査票の配付は、民生委員・児童委員協議会の定例会

等の機会に配付し、回収するものとするが、市町に特段の事情がある場合には、県との協議の上、

郵送による配付や回収、回収のみ市町窓口に持参することも可能とした。
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５．調査内容

（１）委員担当地区におけるひきこもり状態の方に関する把握状況（状況調査票）

ひきこもり当事者の有無、これまでに受けた相談の内容、必要な支援策など

（２）ひきこもり状態の方の個々の状況（個票）

ひきこもり当事者の性別、年齢階層、家族構成、ひきこもり期間、ひきこもりに至ったと思われる

要因、家計の状況、現在受けている支援、相談希望の有無、支援の必要性など

６．用語の定義

本調査では「ひきこもり状態」の方の定義を以下のとおりとしている。

県内居住のおおむね 15歳から 65 歳未満で、次のいずれかに該当する方

①社会的参加（仕事や学校、家族以外の人との交流）をほとんどせずに、６ヶ月以上続けて自宅に

ひきこもっている状態の方

②①に準ずるが、時々は買い物などで外出することもある方

・普段は家にひきこもっているが、近所のコンビニなどには出かける。

・普段は家にひきこもっているが、自分の趣味に関する用事のときだけ外出する。

ただし、在宅での訪問診療、介護保険や障害福祉サービス等を受給するなど、重度の障害や重度の疾病

で外出できない方を除く。

７．回収結果

※回収率は配付数を 100％とした場合の割合を示している。

８．注意事項

○グラフ中の「Ｎ」（Number of samples の略）は、設問に対する回答者の総数を示しており、回答者の

構成比（％）を算出するための基数である。

○各ページの集計表は、上段が件数、下段が割合を表している。

○図表中の構成比は、小数点第２位以下を四捨五入しているため、合計数値が 100％にならないことも

ある。

○複数回答の設問は、回答が２つ以上ありうるため、合計は 100％を超えることもある。

○回答数が 10件未満のカテゴリーについては、集計やグラフには含めているが、原則として分析の

コメントは控えている。

定数
配付数

（令和元年９月１日現員）
調査票回収数 回収率

民生委員・児童委員 6,329 人 6,257 人 5,672 件 90.7％

主任児童委員 576 人 566 人 474 件 83.7％
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○エリア別の表記について

エリアの振り分け及び表記は以下のとおりとする。

賀 茂：賀茂健康福祉センター管内（下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町）

熱 海：熱海健康福祉センター管内（熱海市、伊東市）

東 部：東部健康福祉センター管内（沼津市、三島市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、

清水町、長泉町）

御殿場：御殿場健康福祉センター管内（御殿場市、小山町）

富 士：富士健康福祉センター管内（富士宮市、富士市）

中 部：中部健康福祉センター管内（島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町）

西 部：西部健康福祉センター管内（磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、菊川市、御前崎市、森町）

静 岡：静岡市管内

浜 松：浜松市管内
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第２章 調査結果の概要

１．民生委員・児童委員

＜状況調査票＞ （N＝5,672）

（１） ひきこもり状態で 15 歳以上 65 歳未満の方を「把握している」は 1,433 人（25.3％）

ひきこもり状態で 15歳以上 65歳未満の方について「把握している」は 1,433 人（25.3％）、

「把握していない」は 4,194 人（73.9％）であった。

民生委員・児童委員が把握しているひきこもり状態の方の人数は 2,134 人であった。このうち、

個票で状況が判明しているひきこもり状態の方の人数は 2,082 人であった。

（２） ひきこもり状態の方に関する相談を受けたことがある割合は 11.8％、相談内容は「将来のこと」が

45.5％で最多

ひきこもり状態の方に関する相談を受けたことがあるかどうかについて「ある」が 11.8％、

「ない」は 83.9％であった。

民生委員・児童委員が受けたことのある相談内容は「将来のこと」が 45.5％と最も高く、次

いで「経済的なこと」が 28.6％、「学校・仕事のこと」が 26.5％となっている。

（３） ひきこもり状態の方に対する支援策として必要と感じるものは「ひきこもりに関する支援窓口、相談

窓口の周知・PR」が 3,326 人で最多

ひきこもり状態の方に対する支援策として必要と感じるものについて「ひきこもりに関する

支援窓口、相談窓口の周知・ＰＲ」が 3,326 人と最も多く、次いで「ひきこもり状態の方を抱

える家庭や家族への支援（家族教室等）」が 2,884 人、「行政機関等における総合的な相談窓口

の充実」が 2,702 人となっている。

＜個票＞ （N＝2,082）

（１） 性別は「男性」が 1,095 人、「女性」が 343 人

性別は「男性」が 1,095 人、「女性」が 343 人、「わからない」が 15 人、「無回答」が 629 人

であった。

（２） 年齢は「40 代」が 574 人で最多

年齢は「40 代」が 574 人（27.6％）と最も多く、次いで「50代」が 495 人（23.8％）、「30代」

が 369 人（17.7％）となっている。

（３） 同居している家族は「母親」が 1,355 人で最多

同居している家族は「母親」が 1,355 人と最も多く、次いで「父親」が 937 人、「同居家族な

し」が 336 人となっている。
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（４） 家計状況・暮らし向きは「ふつう」が 775 人で最多

家計状況・暮らし向きは「ふつう」が 775 人(37.2％)と最も多く、次いで「わからない」が

440 人（21.1％）、「苦しい」が 288 人（13.8％）となっている。また、また、「ゆとりがある」

と「ややゆとりがある」を合わせた人数は 296 人（14.2％）、「苦しい」と「やや苦しい」を合

わせた人数は 536 人（25.7％）となっている。

（５） ひきこもり状態の方の状況は「近所のコンビニ等には外出する」が 712 人で最多

ひきこもり状態の方の状況は「近所のコンビニ等には外出する」が 712 人と最も多く、次い

で「自宅からほとんど外に出ない」が 579 人、「自分の趣味等の際には外出する」が 290 人、「わ

からない」「その他」「無回答」が合わせて 501 人となっている。

（６） ひきこもりの状態にある期間は「わからない」が 635 人で最多

ひきこもりの状態にある期間は「わからない」が 635 人と最も多く、次いで「15 年以上」が

472 人、「５年以上～10 年未満」が 318 人となっている。「わからない（不明）」「無回答」を除

く 1,418 人のうち、10 年以上ひきこもっている人は 711 人で約５割となった。

（７） ひきこもり等に至った経緯は「わからない」が 868 人で最多

ひきこもり等に至った経緯は「わからない」が 868 人と最も多く、次いで「就職後の失業や

退職」が 326 人、「本人の病気など」が 276 人となっている。

（８） 現在受けているひきこもりに関する支援等は「わからない」が 826 人で最多

現在受けているひきこもりに関する支援等は「わからない」が 826 人と最も多く、次いで「何

も支援を受けていない」が 584 人、「無回答」が 205 人となっている。支援を受けている人の

なかでは「行政機関等への相談・支援」が 195 人で最も多くなっている。

（９） 何らかの相談をしたいとの希望がある方の人数は、本人は 49 人、家族は 257 人

本人や家族から何らかの相談をしたいとの希望があるかについて、本人は「ある」が 49 人、

「ない」が 1,231 人、「不明」が 486 人となっている。家族は「ある」が 257 人、「ない」が

1,070 人、「不明」が 321 人となっている。

（10） 支援の必要性について「現時点で支援は必要ないが、今後支援が必要となる可能性がある方と

感じている」が 976 人で最多

支援の必要性については「現時点で支援は必要ないが、今後支援が必要となる可能性がある

方と感じている」が 976 人と最も多く、次いで「無回答」が 325 人、「特に支援の必要がない」

が 263 人となっている。

※「早急に何らかの支援が必要な方と感じている」方については、調査票回収後、市町が

状況を確認している。
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２．主任児童委員

＜状況調査票＞ （N＝474）

（１） ひきこもり状態で 15 歳以上 65 歳未満の方を「把握している」は 19.4％

ひきこもり状態で 15歳以上 65 歳未満の方について「把握している」は 92 人（19.4％）、「把握

していない」は 379 人（80.0％）であった。

主任児童委員が把握しているひきこもり状態の方の人数は 139 人であった。このうち、個票で

状況が判明しているひきこもり状態の方の人数は 134 人であった。

（２） ひきこもり状態の方に関する相談を受けたことがある割合は 12.4％、相談内容は「学校、仕事のこと」

が 66.1％で最多

ひきこもり状態の方に関する相談を受けたことがあるかどうかについて「ある」が 12.4％、「な

い」は 84.6％であった。

相談内容は「学校、仕事のこと」が 66.1％と最も高く、次いで「日常生活に関すること」が 35.6％、

「将来のこと」が 33.9％となっている。

（３） ひきこもり状態の方に対する支援策として必要と感じるものは「ひきこもり状態の方を抱える家庭や

家族への支援(家族教室等)」が 337 人で最多

「ひきこもり状態の方を抱える家庭や家族への支援(家族教室等)」が 337 人と最も多く、次い

で「ひきこもりに関する支援窓口、相談窓口の周知・ＰＲ」が 294 人、「家庭以外の居場所の支援」

が 253 人となっている。

＜個票＞ （N＝134）

（１） 性別は「男性」が 70 人、「女性」が 32 人

性別は「男性」が 70人、「女性」及び「無回答」がそれぞれ 32人であった。

（２） 年齢は「10 代」及び「20 代」が 29 人で最多

年齢は「10 代」及び「20代」がそれぞれ 29人（21.6％）と最も多く、次いで「30 代」が

26 人（19.4％）、「40 代」が 22 人（16.4％）となっている。

（３） 同居している家族は「母親」が 97 人で最多

同居している家族は「母親」が 97 人と最も多く、次いで「父親」が 81 人、「祖母」が 27 人

となっている。

（４） 家計状況・暮らし向きは「ふつう」が 50 人で最多

家計状況・暮らし向きは「ふつう」が 50 人（37.3％）と最も多く、次いで「わからない」が

24人（17.9％）、「やや苦しい」が 23 人（17.2％）となっている。また、「ゆとりがある」と

「ややゆとりがある」を合わせた人数は 28 人（20.9％）、「苦しい」と「やや苦しい」を合わせ

た人数は 30人（22.4％）となっている。
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（５） ひきこもり状態の方の状況は「自宅からほとんど外に出ない」が 44 人で最多

ひきこもり状態の方の状況は「自宅からほとんど外に出ない」が 44人と最も多く、次いで

「近所のコンビニ等には外出する」が 36人、「自分の趣味等の際には外出する」が 24 人、

「わからない」「その他」「無回答」が合わせて 30人となっている。

（６） ひきこもりの状態にある期間は「1 年以上～3 年未満」が 28 人で最多

ひきこもりの状態にある期間は「１年以上～３年未満」が 28 人と最も多く、次いで「５年以上

～10 年未満」が 26 人、「わからない」が 25 人となっている。

（７） ひきこもり等に至った経緯は「不登校(時期：小・中・高・その他)」が 54 人で最多

ひきこもり等に至った経緯は「不登校(時期：小・中・高・その他)」が 54人と最も多く、次い

で「わからない」が 32 人、「就職後の失業や退職」が 20人となっている。

（８） 現在受けているひきこもりに関する支援等は「わからない」が 69 人で最多

現在受けているひきこもりに関する支援等は「わからない」が 69 人と最も多く、次いで「何

も支援を受けていない」が 24人、「行政機関等への相談、支援」が 12人となっている。

（９） 何らかの相談をしたいとの希望がある方の人数は、本人は０人、家族は 20 人

本人や家族から何らかの相談をしたいとの希望があるかについて、本人は「ある」の回答は

なく、「ない」が 65人、「不明」が 46人となっている。家族は「ある」が 20人、「ない」が

53 人、「不明」が 39 人となっている。

（10） 支援の必要性について「現時点で支援は必要ないが、今後支援が必要となる可能性がある方と

感じている」が 72 人で最多

支援の必要性については「現時点で支援は必要ないが、今後支援が必要となる可能性がある

方と感じている」が 72 人と最も多く、次いで「早急に何らかの支援が必要な方と感じている」

及び「特に支援の必要がない」がそれぞれ 17 人、「行政機関等へ連絡済」が８人となっている。

※「早急に何らかの支援が必要な方と感じている」方については、調査票回収後、市町が

状況を確認している。
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第３章 調査結果

１．民生委員・児童委員 調査結果

＜状況調査票＞ （N＝5,672）

質問１

担当地区に、ひきこもり状態でおおむね 15 歳以上 65 歳未満の方を把握していますか。

当てはまる方のいずれかに○印をつけ、把握している場合は、人数を記入してください。

全体では「把握している」は 1,433 人（25.3％）、「把握していない」は 4,194 人（73.9％）であった。

民生委員・児童委員が把握しているひきこもり状態の方の人数は 2,134 人であった。

このうち、個票で状況が判明しているひきこもり状態の方の人数は 2,082 人であった。

【エリア別の民生委員・児童委員の把握状況】

エリア別にみると、「把握している」は〈西部〉が 34.9％と最も高く、次いで〈中部〉が 28.3％、

〈賀茂〉が 26.8％となっている。「把握している」は、すべてのエリアにおいて概ね２割から３割程度と

なっている。

（N=　）

全体 5,672

賀茂 179

熱海 219

東部 880

御殿場 161

富士 533

中部 768

西部 859

静岡 909

浜松 1,164

25.3

26.8

22.4

19.3

19.9

25.7

28.3

34.9

20.9

24.9

73.9

72.1

77.6

80.2

80.1

74.1

71.1

65.1

75.9

74.7

0.8

1.1

0.0

0.5

0.0

0.2

0.7

0.0

3.2

0.3

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

把握している 把握していない 無回答
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【エリア別の把握数と把握率】

把握率とは、各エリアの民生委員・児童委員の把握数を各エリアの令和元年 10 月１日時点の 15 歳か

ら 64 歳までの人口で割った数値である。

※「把握している」と回答した民生委員・児童委員は 1,433 人（25.3％）であり、民生委員・児童委員が把握してい

るひきこもり状態の方の人数は 2,134 人であった。このうち個票で状況が判明しているひきこもり状態の方の人数

は 2,082 人であった。

71 69 

244 

42 

202 

363 

453 

258 

432 0.25%

0.14%

0.08%
0.07%

0.09%

0.14% 0.15%

0.06%

0.09%

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0

100

200

300

400

500

賀茂 熱海 東部 御殿場 富士 中部 西部 静岡 浜松

人数（左目盛） 把握率（右目盛）
（人） （％）(N=2,134)



10

質問２

今までに担当地区にお住まいの質問 1 の状態(ひきこもり状態)の方に関する相談を受けたことがありますか。

当てはまる方のいずれかに○印をつけてください。(※現在担当地区にひきこもり状態の方を把握していない方

もお答えください。)

全体では、相談を受けたことがあるかどうかについて「ある」が 11.8％、「ない」は 83.9％であった。

相談内容は「将来のこと」が 45.5％と最も高く、次いで「経済的なこと」が 28.6％、「その他」が 28.1％

となっている。

【相談を受けたことがあるかどうか・エリア別】

エリア別にみると、「ある」は〈西部〉が 14.9％と最も高く、次いで〈中部〉が 14.3％、〈富士〉が

12.9％となっている。「ある」は、すべてのエリアにおいて概ね１割前後となっている。

（N=　）

全体 5,672

賀茂 179

熱海 219

東部 880

御殿場 161

富士 533

中部 768

西部 859

静岡 909

浜松 1,164

11.8

10.1

9.1

8.1

8.7

12.9

14.3

14.9

10.7

12.1

83.9

86.0

81.3

88.1

87.6

81.8

80.6

83.7

83.3

84.2

4.3

3.9

9.6

3.9

3.7

5.3

5.1

1.4

6.1

3.7

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

ある ない 無回答
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【相談内容】

「将来のこと」が 45.5％と最も高く、次いで「経済的なこと」が 28.6％、「学校・仕事のこと」が 26.5％

となっている。

【「その他」記載内容】

ž 家族との関わり

ž 家族に対する暴力、暴言

ž 安否の確認 等

24.4
26.3

28.6
26.5

45.5

12.9

21.6

28.1

1.3

0

10

20

30

40

50

日常生活に関すること

(生活リズムが整わない、

ご飯を食べない、

入浴しない等)

医療、病気に関すること

(精神疾患ではないか等)
経済的なこと

(働くことができず

生活が苦しい等)

学校、仕事のこと

(不登校、就職の失敗、

就職したが辞めて

戻ってきている等）

将来のこと

(仕事をしておらず

今後の生活が心配等)

情報の問合せ

(どこに相談したらよいか

教えて欲しい、等)

本人との関わり方

（声の掛け方や

関わりの程度等）

その他 無回答

(N = 668)

（％）
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質問３

ひきこもり状態の方に対する支援策として、必要と感じるもの全てに○印をつけてください。

※家庭以外の居場所の支援 とは

ひきこもり状態にある方が自宅以外で安心していられる居場所を設置して、同じような状況の方の利用を促し、

社会参加の第一歩を踏み出す機会を提供する支援

「ひきこもりに関する支援窓口、相談窓口の周知・ＰＲ」が 3,326 人と最も多く、次いで「ひきこも

り状態の方を抱える家庭や家族への支援（家族教室等）」が 2,884 人、「行政機関等における総合的な相

談窓口の充実」が 2,702 人となっている。

【「その他」記載内容】

・ＬＩＮＥ、ＳＮＳ、ネット、等相談手段を多様化する。

・ひきこもっている人やその親はＳＮＳなどにも疎い状況かもしれない。最も一般的なＴＶなどで

支援窓口などを多く紹介すること。 等

2,491 

2,702 

1,119 

3,326 

1,366 

1,881 

1,374 

2,884 

759 

423 

829 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

精神科医師等による専門的な

医療支援・カウンセリング等の充実

行政機関等における

総合的な相談窓口の充実

支援団体(NPO団体等)の充実

ひきこもりに関する支援窓口、

相談窓口の周知・PR

家庭訪問

家庭以外の居場所の支援

進学や就労に関する支援

ひきこもり状態の方を抱える

家庭や家族への支援(家族教室等)

生活する上で必要な金銭的支援

(住居確保給付金、一時生活支援等)

その他

無回答
(N = 5,672)

（人）
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質問４

その他、ひきこもり状態にある方の把握や支援に関して、普段感じていることがありましたらご記入をお願い

します。

【支援について】

・まず家族などまわりの人達への支援が必要と思う。本人だけでなく家族にも、正しい理解が得られ

る様になって欲しいと思う。

・本人が満足し幸せである状態、どのように生きたいかを聞き出すことが、まず重要かと思う。時間

をかけて接する必要があると思う。

・社会が責めたり非難の目でみない、家庭内では「対話」を心がける等、“居場所”を見つけること。

相手を認める声かけを続ける事が大切だと思う。

・相談に応じる部署はあるが、実際に動いてくれる行政等の機関が必要ではないかと思う。

・家族だけでかかえこまないように気軽に相談できるところが生活圏にあると、家族も助かるのでは

ないでしょうか。

・「ひきこもりに関する支援窓口等の周知・ＰＲ」「家庭以外の居場所の支援」が対応方法として重要

と思われる。

・ひきこもりに関する知識が乏しく相談にのるのに躊躇する。

・地域住民の理解が必要。

【要望】

・中学・高校との情報交換会をもって、相談窓口を充実させてほしい。

・本人を連れて行くことは難しいというより実際には不可能。行政機関からの電話や家庭訪問を望む。

・行政ばかりでなく、民間の組織の拡充を望む。

【ひきこもり状態の方の把握】

・各家庭の家族構成を全て把握していない為、ひきこもり状態の人物を特定する事は因難。

・担当地区は共同住宅、マンション、アパートが多く、居住者の移動が有り把握が難しい。

・家族がＳＯＳの発信をしてもらわない限り把握するのは難しい。

【その他】

・家族全体が社会との接点を失い、孤立している事が多く、ひきこもり本人も家族の負担になってい

る事を自覚しながら苦しんでいると思う。

・ひきこもりが悪いと、とらえることをまず止めることが大事かと思う。

・自信はありません。どこまで関わってよいのかが分からない。

・親も高齢者になって今後心配している。

等
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＜個票＞ （N＝2,082）
民生委員・児童委員の個票から把握できたひきこもり状態の方の人数は 2,082 人であった。

１ 該当する方の性別

全体では「男性」が 1,095 人、「女性」が 343 人、「わからない」が 15 人、「無回答」が 629 人

であった。

【エリア別】

エリア別にみると、すべてのエリアで「男性」が「女性」を上回っている。

1,095 

343 

15 

629 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200

男性

女性

わからない（不明）

無回答 (N = 2,082)

（人）

（N=　）

全体 2,082

賀茂 64

熱海 68

東部 235

御殿場 39

富士 195

中部 350

西部 449

静岡 256

浜松 426

52.6

53.1

45.6

60.4

41.0

48.7

52.3

56.6

48.0

50.9

16.5

10.9

7.4

18.3

23.1

16.4

14.0

19.4

14.8

17.1

0.7

0.0

1.5

3.0

0.0

0.5

0.0

0.7

0.4

0.5

30.2

35.9

45.6

18.3

35.9

34.4

33.7

23.4

36.7

31.5

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

男性 女性 わからない（不明） 無回答
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２ 該当する方の年齢

※該当する年齢階層を○で囲んでください。

全体では「40 代」が 574 人（27.6％）と最も多く、次いで「50 代」が 495 人（23.8％）、「30 代」が

369 人（17.7％）となっている。

【エリア別】

エリア別にみると、すべてのエリアで「40 代」及び「50 代」がそれぞれ２割以上を占めている。

103

178

369

574

495

181

139

43

0 100 200 300 400 500 600

10代(15歳～19歳)

20代

30代

40代

50代

60代(60歳～64歳)

わからない（不明）

無回答
(N = 2,082)

（人）

10 代(15 歳～19歳) 20 代 30 代 40 代

50 代 60 代(60 歳～64歳) わからない（不明） 無回答
（N=　）

全体 2,082

賀茂 64

熱海 68

東部 235

御殿場 39

富士 195

中部 350

西部 449

静岡 256

浜松 426

4.9

4.7

5.9

7.7

2.6

8.2

5.1

3.8

3.5

4.0

8.5

14.1

1.5

9.4

7.7

8.2

10.0

6.9

8.2

9.4

17.7

17.2

20.6

17.4

10.3

23.6

15.4

19.6

15.6

16.7

27.6

21.9

33.8

28.1

30.8

20.5

28.3

29.8

26.6

27.7

23.8

28.1

22.1

20.0

28.2

20.5

29.1

21.8

23.0

24.6

8.7

6.3

7.4

9.8

15.4

7.2

6.9

8.7

9.4

9.9

6.7

7.8

7.4

5.5

5.1

7.7

3.4

8.2

9.8

5.9

2.1

0.0

1.5

2.1

0.0

4.1

1.7

1.1

3.9

1.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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【性別年代別のひきこもり状態の方の人数と把握率】

把握率とは、各性別年代別の民生委員・児童委員の把握数を令和元年 10 月１日時点の各性年代人口で

割った数値である。

男性は 40代が 319 人と最も多く、次いで 50代が 267 人、30 代が 204 人となっている。

※「性別」または「年代」が無回答の方は除いて集計している。

※把握率は、各性別年代別の人口における個票から把握できたひきこもり状態の方の人数の割合である。

54
75

204

319

267

82

0.06%
0.05%

0.10%

0.12%

0.11%

0.07%

0

0.05

0.1

0.15

0

50

100

150

200

250

300

350

400

男性･10 代
（15歳～19歳）

男性・20代 男性・30代 男性・40代 男性・50代 男性・60代

（60歳～64歳）

人数（左目盛） 把握率（右目盛）（人）

（N=1,001）

（％）

22
40

61
103

65

24

0.03%
0.03%

0.03%
0.04%

0.03%

0.02%

0

0.05

0.1

0.15

0

50

100

150

200

250

300

350

400

女性･10 代
（15歳～19歳）

女性・20代 女性・30代 女性・40代 女性・50代 女性・60代

（60歳～64歳）

人数（左目盛） 把握率（右目盛）（人）

（N=315）

（％）
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３ 該当する方の家族構成

※同居する家族の方全員を○で囲んでください(複数選択可)。

※お分かりになる範囲で結構です。

【家族構成項目ごとの人数】

「母親」が 1,355 人と最も多く、次いで「父親」が 937 人、「同居家族なし」が 336 人となっている。

【「その他」記載内容】

叔父、叔母、甥、姪、孫、兄弟家族、子ども家族 等

937 

1,355 

81 

188 

236 

176 

125 

142 

52 

64 

62 

336 

45 

30 

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600

父親

母親

祖父

祖母

兄

弟

姉

妹

配偶者

子

その他

同居家族なし

わからない

（不明）

無回答

（人）

（N=2,082）
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【家族構成項目割合×エリア】

エリア別にみると、すべてのエリアで「母親」が最も高く、次いで「父親」、「同居家族なし」と

なっている。

【家族構成×年代 該当者数】

※本設問の回答をもとに上記７項目に再集計を行った。「父親」及び「母親」の両方に回答があった方を「両親」として

集計している。「両親」、「父親」又は「母親」に回答のあった方は他の項目には含めていない。「父親」「母親」

「（不明）」以外に回答した方は「その他」として集計している。

※回答者数は 2,082 人だが、年代が無回答だった 43 人は除いて集計している。

（上段：件数、下段：％）

全体 父親 母親 祖父 祖母 兄 弟 姉 妹 配偶者 子 その他
同居家族

なし
わからない

（不明）
無回答

3,799 937 1,355 81 188 236 176 125 142 52 64 62 336 45 30

100.0 24.7 35.7 2.1 4.9 6.2 4.6 3.3 3.7 1.4 1.7 1.6 8.8 1.2 0.8

116 35 42 4 5 3 4 3 4 1 1 4 10 0 1

100.0 30.2 36.2 3.4 4.3 2.6 3.4 2.6 3.4 0.9 0.9 3.4 8.6 0.0 0.9

114 25 41 1 4 5 11 5 4 0 0 0 17 1 1

100.0 21.9 36.0 0.9 3.5 4.4 9.6 4.4 3.5 0.0 0.0 0.0 14.9 0.9 0.9

424 102 157 8 29 23 18 11 15 8 8 5 30 10 3

100.0 24.1 37.0 1.9 6.8 5.4 4.2 2.6 3.5 1.9 1.9 1.2 7.1 2.4 0.7

71 14 25 2 4 4 4 1 3 3 2 2 6 1 0

100.0 19.7 35.2 2.8 5.6 5.6 5.6 1.4 4.2 4.2 2.8 2.8 8.5 1.4 0.0

365 84 122 6 19 24 18 16 17 4 6 4 42 3 3

100.0 23.0 33.4 1.6 5.2 6.6 4.9 4.4 4.7 1.1 1.6 1.1 11.5 0.8 0.8

641 151 237 15 33 35 24 28 21 11 17 9 57 3 1

100.0 23.6 37.0 2.3 5.1 5.5 3.7 4.4 3.3 1.7 2.7 1.4 8.9 0.5 0.2

833 233 296 19 32 58 34 24 28 12 9 18 62 8 11

100.0 28.0 35.5 2.3 3.8 7.0 4.1 2.9 3.4 1.4 1.1 2.2 7.4 1.0 1.3

432 99 154 6 16 25 21 16 20 4 12 3 52 4 4

100.0 22.9 35.6 1.4 3.7 5.8 4.9 3.7 4.6 0.9 2.8 0.7 12.0 0.9 0.9

803 194 281 20 46 59 42 21 30 9 9 17 60 15 6

100.0 24.2 35.0 2.5 5.7 7.3 5.2 2.6 3.7 1.1 1.1 2.1 7.5 1.9 0.7

静岡

浜松

全体

エ
リ
ア
別

賀茂

熱海

東部

御殿場

富士

中部

西部

父 親 母 親 両親 同居家族なし その他 わからない（不明） 無回答

11 19 
37 45 36 

8 11 

37 43 

71 

162 
181 

45 
34 

50 

91 

217 

266 

92 

12 

36 

0 6 
21 

63 

134 

76 

24 

1 
11 15 

27 
46 35 

9 
2 6 4 7 2 3 

21 
2 2 4 4 4 2 4 

0

100

200

300

10代(15 歳～19歳) 
(N=103)

20代

(N=178)
30代

(N=369)
40代

(N=574)
50代

(N=495)
60代(60 歳～64歳) 

(N=181)
わからない（不明）

(N=139)

（人）

（N=2,082）（N＝2,039）



19

【同居人数×性年代】

全体では本人を含む「３人」が 31.8％と最も高く、次いで「２人」が 26.3％、「４人以上」が 23.0％

となっている。

性年代別にみると、男女ともに年代が高くなるにつれて同居人数は減少していく傾向にある。

※同居人数は本人を含めた人数で回答。

（N=　）

全体 2,082

男性全体 1,001

男性･10 代（15歳～19歳） 54

男性・20代 75

男性・30代 204

男性・40代 319

男性・50代 267

男性・60代（60歳～64歳） 82

16.1

15.4

0.0

4.0

3.4

11.3

27.7

41.5

26.3

27.9

9.3

18.7

18.1

28.5

37.5

39.0

31.8

33.7

27.8

30.7

43.1

41.1

25.5

14.6

23.0

21.8

61.1

40.0

33.8

17.9

9.4

4.9

2.8

1.3

1.9

6.7

1.5

1.3

0.0

0.0

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

（N=　）

全体 2,082

女性全体 315

女性･10 代（15歳～19歳） 22

女性・20代 40

女性・30代 61

女性・40代 103

女性・50代 65

女性・60代（60歳～64歳） 24

16.1

11.1

0.0

2.5

8.2

10.7

16.9

29.2

26.3

21.0

9.1

10.0

14.8

18.4

36.9

33.3

31.8

32.7

27.3

20.0

24.6

45.6

35.4

16.7

23.0

34.0

63.6

67.5

52.5

23.3

10.8

12.5

2.8

1.3

0.0

0.0

0.0

1.9

0.0

8.3

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

１人 ２人 ３人 ４人以上
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４ 該当する方の家計状況・暮らし向き

※該当する状況を一つだけ○で囲んでください。

全体では「ふつう」が 775 人(37.2％)と最も多く、次いで「わからない」が 440 人（21.1％）、「苦し

い」が 288 人（13.8％）となっている。また、「ゆとりがある」と「ややゆとりがある」を合わせた人数

は 296 人（14.2％）、「苦しい」と「やや苦しい」を合わせた人数は 536 人（25.7％）となっている。

【年代別】

年代別にみると、20 代以上では年代が高くなるにつれて「ゆとりがある」と「ややゆとりがある」を

合わせた割合が減少する傾向にある。

171

125

775

248

288

440

35

0 100 200 300 400 500 600 700 800

ゆとりがある

ややゆとりがある

ふつう

やや苦しい

苦しい

わからない（不明）

無回答

(N = 2,082)

（人）

（N=　）

全体 2,082

10代(15 歳～19歳) 103

20代 178

30代 369

40代 574

50代 495

60代(60 歳～64歳) 181

わからない（不明） 139

8.2

12.6

10.1

12.2

8.7

6.5

3.3

5.0

6.0

9.7

9.0

6.5

7.8

4.0

1.7

2.9

37.2

35.0

38.2

49.6

41.3

30.9

26.5

28.1

11.9

18.4

12.4

8.7

12.0

13.5

12.7

5.8

13.8

15.5

13.5

8.7

12.9

19.0

17.7

8.6

21.1

7.8

15.2

13.0

16.2

24.6

35.4

49.6

1.7

1.0

1.7

1.4

1.0

1.4

2.8

0.0

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

ゆとりがある ややゆとりがある ふつう やや苦しい 苦しい わからない（不明） 無回答
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【エリア別】

エリア別にみると、すべてのエリアにおいて「ふつう」が最も高くなっている。

【同居人数別】

同居人数別にみると、同居人数が少なくなるにつれて「ゆとりがある」と「ややゆとりがある」を

合わせた割合は減少し、「苦しい」と「やや苦しい」を合わせた割合は増加する傾向にある。

（N=　）

全体 2,082

賀茂 64

熱海 68

東部 235

御殿場 39

富士 195

中部 350

西部 449

静岡 256

浜松 426

8.2

9.4

1.5

8.9

7.7

6.2

8.3

10.0

8.6

7.5

6.0

9.4

8.8

6.8

10.3

8.2

4.3

6.9

5.1

4.2

37.2

28.1

42.6

34.0

30.8

40.5

35.4

41.6

31.3

39.0

11.9

18.8

10.3

9.4

5.1

11.3

13.1

10.9

12.5

13.1

13.8

14.1

19.1

16.6

15.4

14.4

14.6

12.0

11.3

13.8

21.1

20.3

16.2

22.6

28.2

19.5

21.7

17.6

27.7

20.7

1.7

0.0

1.5

1.7

2.6

0.0

2.6

0.9

3.5

1.6

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

（N=　）

全体 2,082

１人 336

２人 547

３人 663

４人以上 478

8.2

3.0

4.8

10.9

12.8

6.0

2.7

3.5

8.4

8.4

37.2

11.6

34.7

46.3

47.9

11.9

10.4

15.2

12.2

10.0

13.8

28.6

16.8

8.7

8.6

21.1

40.5

23.8

12.8

11.3

1.7

3.3

1.3

0.6

1.0

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

ゆとりがある ややゆとりがある ふつう やや苦しい 苦しい わからない（不明） 無回答

ゆとりがある ややゆとりがある ふつう やや苦しい 苦しい わからない（不明） 無回答
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５ 該当する方の状況

※該当する状況を一つだけ○で囲んでください。

「近所のコンビニ等には外出する」のコンビニ等には外食を含む

「自分の趣味等の際には外出する」の趣味等にはコンサートやイベント等を含む

全体では「近所のコンビニ等には外出する」が 712 人と最も多く、次いで「自宅からほとんど外に出

ない」が 579 人、「自分の趣味等の際には外出する」が 290 人、「わからない」「その他」「無回答」が合

わせて 501 人となっている。

【「その他」記載内容】

・自家用車・自転車・バイクで時折外出する。

・人目を避け夜に外出している。 等

579 

712 

290 

442 

39 

20 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

自宅からほとんど外に出ない

近所のコンビニ等には外出する

自分の趣味等の際には外出する

わからない（不明）

その他

無回答
(N = 2,082)

（人）
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【性別年代別】

性別年代別にみると、「自宅からほとんど外に出ない」は、男性は年代が高くなるにつれて減少する傾

向にあり、60 代で 22.0％と最も低くなっているが、女性では 60代が 41.7％と最も高くなっている。「近

所のコンビニ等には外出する」は男女ともに年代が高くなるにつれて増加する傾向がある。また、20 代

女性では「自分の趣味等の際には外出する」が 27.5％と男性や女性の他の年代と比べて高く、全体を 13.6

ポイント上回っている。

（N=　）

全体 2,082

男性全体 1,001

男性･10 代（15歳～19歳） 54

男性・20代 75

男性・30代 204

男性・40代 319

男性・50代 267

男性・60代（60歳～64歳） 82

27.8

27.2

35.2

30.7

28.9

24.5

28.1

22.0

34.2

35.8

18.5

28.0

26.0

37.6

42.7

48.8

13.9

15.4

16.7

12.0

22.5

13.8

12.7

14.6

21.2

20.2

25.9

29.3

21.6

23.2

14.6

11.0

1.9

1.2

3.7

0.0

0.5

0.6

1.5

3.7

1.0

0.3

0.0

0.0

0.5

0.3

0.4

0.0

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

（N=　）

全体 2,082

女性全体 315

女性･10 代（15歳～19歳） 22

女性・20代 40

女性・30代 61

女性・40代 103

女性・50代 65

女性・60代（60歳～64歳） 24

27.8

34.0

31.8

30.0

27.9

34.0

40.0

41.7

34.2

28.6

9.1

10.0

23.0

35.9

36.9

37.5

13.9

14.3

9.1

27.5

18.0

12.6

9.2

8.3

21.2

19.0

40.9

27.5

26.2

13.6

10.8

12.5

1.9

3.8

9.1

2.5

4.9

3.9

3.1

0.0

1.0

0.3

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

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

自宅からほとんど外に出ない 近所のコンビニ等には外出する 自分の趣味等の際には外出する

わからない（不明） その他 無回答
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【ひきこもり等に至った経緯別】

ひきこもり等に至った経緯別にみると、ほとんどの経緯で「近所のコンビニ等には外出する」が最も

高いが、〈不登校〉では「自宅からほとんど外に出ない」が 36.1％、〈進学の失敗〉では「自分の趣味等

の際には外出する」が 34.0％と最も高く、それぞれ他の経緯と比べて高くなっている。

（N=　）

全体 2,082

不登校( 時期: 小・中・高・その他) 255

進学の失敗 50

就職の失敗 143

就職後の失業や退職 326

家族関係の不和 101

家族や身近な人の死去 118

財産の喪失 13

本人の病気など 276

わからない（不明） 868

その他 230

27.8

36.1

28.0

25.2

24.2

25.7

25.4

30.8

34.4

25.8

23.0

34.2

25.9

20.0

37.8

47.9

46.5

55.9

38.5

39.9

29.1

44.3

13.9

16.5

34.0

23.1

15.0

16.8

10.2

23.1

14.9

11.2

17.0

21.2

18.0

18.0

12.6

11.3

9.9

7.6

7.7

8.3

31.7

11.7

1.9

2.7

0.0

1.4

1.5

1.0

0.0

0.0

2.2

1.7

3.5

1.0

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

0.0

0.4

0.5

0.4

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

自宅からほとんど外に出ない 近所のコンビニ等には外出する 自分の趣味等の際には外出する

わからない（不明） その他 無回答
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６ ひきこもりの状態にある期間

※該当する期間を一つだけ○で囲んでください。推測でかまいませんので、ひきこもりの状態にある

おおよその期間をご回答ください。

全体では「わからない」が 635 人と最も多く、次いで「15 年以上」が 472 人、「５年以上～10年未満」

が 318 人となっている。「わからない」及び「無回答」を除く 1,418 人のうち、10年以上ひきこもってい

る人は約５割であった。

【エリア別】

エリア別にみると、〈熱海〉以外のエリアでは 10年未満が３割程度となっている。〈熱海〉では

10年未満が 42.6％と他のエリアと比べて最も高く、10 年以上は 26.5％と最も低くなっている。

1年未満 1年以上～3年未満 3年以上～5年未満 5年以上～10 年未満

10 年以上～15 年未満 15年以上 わからない（不明） 無回答 （N=　）

全体 2,082

賀茂 64

熱海 68

東部 235

御殿場 39

富士 195

中部 350

西部 449

静岡 256

浜松 426

1.7

0.0

2.9

3.4

2.6

2.6

2.3

0.7

1.2

1.2

7.9

10.9

5.9

10.2

2.6

10.3

7.7

6.7

5.5

8.7

9.1

4.7

19.1

6.4

10.3

9.7

9.1

10.2

9.4

8.0

15.3

20.3

14.7

13.2

17.9

13.8

11.4

17.6

13.7

17.8

11.5

12.5

10.3

14.0

5.1

11.8

12.3

13.6

7.8

9.9

22.7

25.0

16.2

20.4

33.3

15.9

20.9

23.6

25.8

25.4

30.5

25.0

27.9

31.1

28.2

35.9

34.6

26.5

34.4

27.7

1.4

1.6

2.9

1.3

0.0

0.0

1.7

1.1

2.3

1.4

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

35

164

190

318

239

472

635

29

0 100 200 300 400 500 600 700

1年未満

1年以上～3年未満

3年以上～5年未満

5年以上～10年未満

10年以上～15年未満

15年以上

わからない（不明）

無回答 (N = 2,082)

（人）
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【性別】

性別にみると、男女ともに５年以上ひきこもっている人が約５割を占めている。性別による大きな差

はみられない。

【年代別】

年代別にみると、10 代では「１年以上～３年未満」が 34.0％と最も高くなっている。40 代以上では

「15 年以上」の割合が３割前後と比較的高くなっている。

（N=　）

全体 2,082

男性 1095

女性 343

わからない（不明） 15

1.7

1.5

0.6

0.0

7.9

6.5

9.6

6.7

9.1

7.6

12.2

6.7

15.3

15.0

13.1

13.3

11.5

12.1

12.8

6.7

22.7

23.7

23.9

6.7

30.5

33.0

26.8

60.0

1.4

0.8

0.9

0.0

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

（N=　）

全体 2,082

10代(15 歳～19歳) 103

20代 178

30代 369

40代 574

50代 495

60代(60 歳～64歳) 181

わからない（不明） 139

1.7

5.8

2.8

1.6

0.9

1.2

2.2

2.2

7.9

34.0

10.7

6.0

4.5

6.5

11.6

2.9

9.1

30.1

19.1

9.2

6.3

6.1

9.9

2.2

15.3

13.6

27.5

23.3

12.5

12.7

11.6

7.2

11.5

2.9

13.5

17.3

13.8

9.3

9.9

2.9

22.7

1.0

2.8

16.5

28.6

34.3

27.6

10.8

30.5

11.7

22.5

24.4

32.6

29.3

26.0

71.9

1.4

1.0

1.1

1.6

0.9

0.6

1.1

0.0

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

1年未満 1年以上～3年未満 3年以上～5年未満 5年以上～10 年未満

10 年以上～15 年未満 15年以上 わからない（不明） 無回答

1年未満 1年以上～3年未満 3年以上～5年未満 5年以上～10 年未満

10 年以上～15 年未満 15年以上 わからない（不明） 無回答
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【家計状況・暮らし向きごとの人数】

【該当する方の状況ごとの人数】

6 

49 
60 

79 84 

168 

124 

9 19 

55 
67 

120 

85 

175 
186 

5 6 
20 28 

57 
41 

70 68 

0 4 

35 33 
56 

23 

52 

239 

0 0 
5 1 5 6 5 

14 
3 

0

50

100

150

200

250

1年未満 1年以上～

3年未満

3年以上～

5年未満

5年以上～

10年未満

10年以上～

15年未満

15年以上 わからない（不明） 無回答

（人）（人）（人）

（N=2,082）

1 
13 14 

30 
19 

52 
41 

1 2 
12 12 

25 17 
29 28 

0 
11 

57 

78 

124 

99 

191 
205 

10 4 

24 27 
43 

31 

72 

45 

2 
11 

27 29 

48 
35 

66 72 

0 
6 

29 28 
45 

34 

60 

235 

3 

0

50

100

150

200

250

1年未満 1年以上～

3年未満

3年以上～

5年未満

5年以上～

10年未満

10年以上～

15年未満

15年以上 わからない（不明） 無回答

（人）（人）

（N=2,082）

ゆとりがある ややゆとりがある ふつう やや苦しい 苦しい わからない（不明）

自宅からほとんど外に出ない 近所のコンビニ等には外出する 自分の趣味等の際には外出する

わからない（不明） その他
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【ひきこもり等に至った経緯ごとの人数】

ひきこもり等に至った経緯別にみると、〈不登校〉〈進学の失敗〉〈就職の失敗〉では「15 年以上」が多

くなっている一方、〈家族や身近な人の死去〉では「５年以上 10年未満」が最も多くなっている。

※「わからない（不明）」及び「その他」は除いて集計している。

※回答者数は 846 人だが、ひきこもり等に至った経緯は複数回答のため、回答数の合計は 1,077 件となっている。

3 

32 

39 

32 

38 

87 

0 

3 

8 

10 

5 

21 

2 

16 

15 

28 

28 

41 

5 

36 

39 

73 

45 

79 

2 

11 

8 

16 

21 

19 

7 

18 

19 

29 

8 

12 

1 

0 

3 

2 

3 

2 

9 

25 

33 

46 

33 

65 

0 50 100 150 200 250 300 350

1年未満

1年以上～

3年未満

3年以上～

5年未満

5年以上～

10年未満

10年以上～

15年未満

15年以上

（人）

（N=846）

164

29

141

326

181

236

不登校( 時期: 小・中・高・その他) 進学の失敗 就職の失敗 就職後の失業や退職

家族関係の不和 家族や身近な人の死去 財産の喪失 本人の病気など
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７ ひきこもり等に至った経緯

※該当する経緯を○で囲んでください（複数選択可）。

全体では「わからない」が 868 人と最も多く、次いで「就職後の失業や退職」が 326 人、「本人の病気

など」が 276 人となっている。

【「その他」記載内容】

・精神疾患、知的障害、性同一性障害

・離婚、両親の離婚や介護

・学校、職場でのいじめ

・人との付合いが苦手、人間関係のトラブル 等

255 

50 

143 

326 

101 

118 

13 

276 

868 

230 

176 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

不登校

（時期：小・中・高・その他）

進学の失敗

就職の失敗

就職後の失業や退職

家族関係の不和

家族や身近な人の死去

財産の喪失

本人の病気など

わからない（不明）

その他

無回答 (N = 2,082)

（人）
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８ 現在受けているひきこもりに関する支援等

※該当する支援等を○で囲んでください（複数選択可）。

居場所支援とは

ひきこもり状態にある方が自宅以外で安心していられる居場所を設置して、同じような状況の方の

利用を促し、社会参加の第一歩を踏み出す機会を提供する支援。

全体では「わからない」が 826 人と最も多く、次いで「何も支援を受けていない」が 584 人、「無回答」

が 205 人となっている。支援を受けている人のなかでは「行政機関等への相談・支援」が 195 人で最も

多くなっている。

【「その他」記載内容】

・地域包括支援センターへ相談

・社会福祉協議会の家事支援

・フードバンク 等

170

195

37

92

13

28

14

91

19

584

826

108

205

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

医療機関等による医療や支援

行政機関等への相談、支援

民間団体等への相談、支援

家庭訪問

居場所支援

学習・進学・就労支援

家族支援（家族教室等）

生活保護

生活困窮者自立支援

何も支援を受けていない

わからない（不明）

その他

無回答 (N = 2,082)

（人）
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９ 本人や家族から何らかの相談をしたいとの希望がありますか？

本人については、「ある」が 49人、「ない」が 1,231 人、「不明」が 486 人となっている。

家族については、「ある」が 257 人、「ない」が 1,070 人、「不明」が 321 人となっている。

＜本人の相談希望＞

＜家族の相談希望＞

49 

1,231 

486 

316 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300

ある

ない

不明

無回答 (N = 2,082)

（人）

257 

1,070 

321 

434 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300

ある

ない

不明

無回答 (N = 2,082)

（人）
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【年代別】

＜本人の相談希望＞

年代別にみると、すべての年代で「ない」が「ある」を大きく上回っている。「ない」は 60 代及び

50 代がそれぞれ 62.4％と最も高くなっている。

＜家族の相談希望＞

年代別にみると、年代が高くなるにつれて「ある」の割合が減少していく傾向がある。「ない」は

30 代で 56.1％と他の年代と比べて高くなっている。

（N=　）

全体 2,082

10代(15 歳～19歳) 103

20代 178

30代 369

40代 574

50代 495

60代(60 歳～64歳) 181

わからない（不明） 139

2.4

1.0

2.2

1.1

2.3

2.6

5.0

2.2

59.1

56.3

53.4

60.7

57.7

62.4

62.4

55.4

23.3

31.1

29.2

24.4

24.6

21.0

18.2

23.0

15.2

11.7

15.2

13.8

15.5

13.9

14.4

19.4

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

（N=　）

全体 2,082

10代(15 歳～19歳) 103

20代 178

30代 369

40代 574

50代 495

60代(60 歳～64歳) 181

わからない（不明） 139

12.3

20.4

18.5

9.5

13.9

12.9

10.5

1.4

51.4

50.5

52.2

56.1

53.0

47.1

42.5

60.4

15.4

18.4

14.6

18.4

15.3

14.1

12.2

18.7

20.8

10.7

14.6

16.0

17.8

25.9

34.8

19.4

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

ある ない 不明 無回答

ある ない 不明 無回答
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【エリア別】

＜本人の相談希望＞

エリア別にみると、すべてのエリアで「ない」が「ある」を大きく上回っている。

＜家族の相談希望＞

エリア別にみると、「ある」は〈浜松〉が 15.5％と最も高くなっている。政令市では「ない」が 50％

以下であった。

（N=　）

全体 2,082

賀茂 64

熱海 68

東部 235

御殿場 39

富士 195

中部 350

西部 449

静岡 256

浜松 426

2.4

1.6

2.9

2.1

2.6

1.5

2.6

3.1

1.2

2.6

59.1

46.9

64.7

57.9

61.5

64.1

60.3

65.9

48.4

56.6

23.3

50.0

17.6

26.8

25.6

22.6

22.3

18.9

27.3

21.6

15.2

1.6

14.7

13.2

10.3

11.8

14.9

12.0

23.0

19.2

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

（N=　）

全体 2,082

賀茂 64

熱海 68

東部 235

御殿場 39

富士 195

中部 350

西部 449

静岡 256

浜松 426

12.3

1.6

7.4

9.4

12.8

10.8

13.4

13.6

11.3

15.5

51.4

56.3

55.9

54.9

61.5

54.9

48.6

56.1

42.6

48.1

15.4

35.9

8.8

15.7

7.7

12.8

17.4

13.6

18.4

13.6

20.8

6.3

27.9

20.0

17.9

21.5

20.6

16.7

27.7

22.8

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

ある ない 不明 無回答

ある ない 不明 無回答
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10 民生委員・児童委員、主任児童委員の方からみた支援の必要性について

※該当する状況を一つだけ○で囲んでください。

全体では「現時点で支援は必要ないが、今後支援が必要となる可能性がある方と感じている」が 976 人

と最も多く、次いで「無回答」が 325 人、「特に支援の必要がない」が 263 人となっている。

※「早急に何らかの支援が必要な方と感じている」方については、調査票回収後、市町が状況を確認している。

【「その他」記載内容】

・当事者と接触していないため不明。

・どうしていいのかわからない。

・家族への支援が必要。

・本人・家族が隠している、拒んでいる、相談がないため支援できない。

・民生委員本人、近隣、家族が心配している。 等

【支援が必要と考える理由】

・若く学歴もある方なので本人の意志希望を一度聞くような機会があれば、よい道が開けるのではな

いかと思う。

・居場所さえあれば自立できると思える。

・親が高齢のため両親の死後の生活は不安。

・人と接するのが苦手だから親しい人ができない。

・ゴミ屋敷化

・隣近所に大声での暴言、家庭内暴力 等

早急に何らかの支援が必要な方と感じている

現時点で支援は必要ないが、今後支援が

必要となる可能性がある方と感じている

特に支援の必要がない

行政機関等へ連絡済

その他

無回答

216

976

263

204

98

325

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000

(N = 2,082)

（人）
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【年代別】

年代別にみると、10 代では「早急に何らかの支援が必要な方と感じている」が２割以上を占め、最も

高くなっている。30代を除き、年代が低くなるにつれて増加する傾向にある。

【ひきこもり等に至った経緯別】

ひきこもり等に至った経緯別にみると、すべての経緯で「現時点で支援は必要ないが、今後支援が必

要となる可能性がある方と感じている」が最も高くなっている。〈家族関係の不和〉では「早急に何らか

の支援が必要な方と感じている」が、〈進学の失敗〉では「特に支援の必要がない」がそれぞれ約２割と

他の経緯と比べて高くなっている。

早急に何らかの支援が必要な方と感じている
現時点で支援は必要ないが、

今後支援が必要となる可能性がある方と感じている
特に支援の必要がない

行政機関等へ連絡済 その他 無回答

早急に何らかの支援が必要な方と感じている
現時点で支援は必要ないが、

今後支援が必要となる可能性がある方と感じている
特に支援の必要がない

行政機関等へ連絡済 その他 無回答
（N=　）

全体 2,082

不登校( 時期: 小・中・高・その他) 255

進学の失敗 50

就職の失敗 143

就職後の失業や退職 326

家族関係の不和 101

家族や身近な人の死去 118

財産の喪失 13

本人の病気など 276

わからない（不明） 868

その他 230

10.4

18.8

10.0

18.9

14.4

20.8

14.4

7.7

8.3

8.4

11.7

46.9

42.4

40.0

44.1

53.7

42.6

50.8

53.8

58.0

51.7

52.6

12.6

14.5

20.0

12.6

8.0

7.9

9.3

7.7

10.1

14.4

13.0

9.8

9.8

10.0

10.5

15.0

22.8

16.9

15.4

18.1

7.9

13.9

4.7

8.6

10.0

2.8

3.1

4.0

2.5

7.7

1.8

5.3

5.2

15.6

5.9

10.0

11.2

5.8

2.0

5.9

7.7

3.6

12.2

3.5

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

（N=　）

全体 2082

10代(15 歳～19歳) 103

20代 178

30代 369

40代 574

50代 495

60代(60 歳～64歳) 181

わからない（不明） 139

10.4

22.3

14.0

8.9

11.7

8.3

6.6

7.2

46.9

35.0

39.9

50.4

45.8

50.5

48.1

48.2

12.6

12.6

15.7

13.8

13.2

10.7

12.7

10.8

9.8

10.7

6.7

6.8

8.2

14.7

14.9

6.5

4.7

9.7

6.7

4.3

5.4

2.4

5.0

3.6

15.6

9.7

16.9

15.7

15.7

13.3

12.7

23.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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２．主任児童委員 調査結果

＜状況調査票＞ （N＝474）

質問１

担当地区に、ひきこもり状態でおおむね 15 歳以上 65 歳未満の方を把握していますか。

当てはまる方のいずれかに○印をつけ、把握している場合は、人数を記入してください。

全体では「把握している」は 92人（19.4％）、「把握していない」は 379 人（80.0％）であった。

主任児童委員が把握しているひきこもり状態の方の人数は 139 人であった。

このうち、個票で状況が判明しているひきこもり状態の方の人数は 134 人であった。

【エリア別の主任児童委員の把握状況】

エリア別にみると、「把握している」は〈賀茂〉が 33.3％と最も高く、次いで〈浜松〉が 26.6％、

〈富士〉が 25.6％となっている。一方〈静岡〉は 11.3％と他のエリアに比べて低くなっている。

（N=　）

全体 474

賀茂 12

熱海 17

東部 67

御殿場 10

富士 43

中部 73

西部 61

静岡 97

浜松 94

19.4

33.3

17.6

16.4

20.0

25.6

19.2

18.0

11.3

26.6

80.0

66.7

82.4

83.6

80.0

72.1

80.8

82.0

87.6

72.3

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2.3

0.0

0.0

1.0

1.1

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

把握している 把握していない 無回答
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【エリア別の把握数と把握率】

把握率とは、各エリアの主任児童委員の把握数を各エリアの令和元年 10 月１日時点の 15 歳から 64 歳

までの人口で割った数値である。

※「把握している」と回答した主任児童委員は 92 人（19.4％）であり、主任児童委員が把握しているひきこもり状態

の方の人数は 139 人であった。このうち個票で状況が判明しているひきこもり状態の方の人数は 134 人であった。

7
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18
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16 16

350.025%
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0.005%

0.004%
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0.005

0.01

0.015
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0.025

0.03
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賀茂 熱海 東部 御殿場 富士 中部 西部 静岡 浜松

人数（左目盛） 把握率（右目盛）
（人） （％）(N=139)
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質問２

今までに担当地区にお住まいの質問１の状態(ひきこもり状態)の方に関する相談を受けたことがありますか。

当てはまる方のいずれかに○印をつけてください。(※現在担当地区にひきこもり状態の方を把握していない方

もお答えください。)

全体では、相談を受けたことがあるかどうかについて、全体では「ある」が 12.4％、「ない」は 84.6％

であった。

相談内容は「学校、仕事のこと」が 66.1％と最も高く、次いで「日常生活に関すること」が 35.6％、

「将来のこと」が 33.9％となっている。

【相談を受けたことがあるかどうか・エリア別】

エリア別にみると、「ある」は〈富士〉が 27.9％と最も高く、他のエリアを大きく上回っている。次い

で〈賀茂〉が 16.7％、〈西部〉が 13.1％となっている。

（N=　）

全体 474

賀茂 12

熱海 17

東部 67

御殿場 10

富士 43

中部 73

西部 61

静岡 97

浜松 94

12.4

16.7

11.8

11.9

0.0

27.9

9.6

13.1

9.3

11.7

84.6

83.3

88.2

88.1

90.0

69.8

83.6

82.0

88.7

86.2

3.0

0.0

0.0

0.0

10.0

2.3

6.8

4.9

2.1

2.1

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

ある ない 無回答
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【相談内容】

「学校、仕事のこと」が 66.1％と最も高く、次いで「将来のこと」が 33.9％、「日常生活に関するこ

と」が 35.6％となっている。

【「その他」記載内容】

・小学校時代のいじめが原因で不登校気味になり、高校まで続いていたこと。

・夫婦問題、家庭環境の変化

・地域との交流がない。 等

35.6

22.0

15.3

66.1

33.9

15.3

30.5

13.6

1.7

0

10
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30

40

50

60

70

80

日常生活に関すること

(生活リズムが整わない、

ご飯を食べない、

入浴しない等)

医療、病気に関すること

(精神疾患ではないか等)
経済的なこと

(働くことができず

生活が苦しい等)

学校、仕事のこと

(不登校、就職の失敗、

就職したが辞めて

戻ってきている等）

将来のこと

(仕事をしておらず

今後の生活が心配等)

情報の問合せ

(どこに相談したらよいか

教えて欲しい、等)

本人との関わり方

（声の掛け方や

関わりの程度等）

その他 無回答

(N = 59)

（％）
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質問３

ひきこもり状態の方に対する支援策として、必要と感じるもの全てに○印をつけてください。

※家庭以外の居場所の支援 とは

ひきこもり状態にある方が自宅以外で安心していられる居場所を設置して、同じような状況の方の利用を促し、

社会参加の第一歩を踏み出す機会を提供する支援

「ひきこもり状態の方を抱える家庭や家族への支援(家族教室等)」が 337 人と最も多く、次いで「ひ

きこもりに関する支援窓口、相談窓口の周知・ＰＲ」が 294 人、「家庭以外の居場所の支援」が 253 人と

なっている。

【「その他」記載内容】

・行政機関において、ＨＰにて分かりやすく、支援の仕方を伝えていく。行政が中心となり、支援

団体など本人の要望により紹介できるような組織体制をつくる。

・ＬＩＮＥ等赴かなくても気軽に相談できる手段は大切だと思う。

・身近な場所（歩いていける距離）に気軽に相談できるコミュニティ広場等が必要。

・ご近所、学校、行政、医療の連携

・ひきこもりに至った経緯や経過の中で変化していくので、情報収集等の実態把握が必要。 等

250 

212 

123 

294 

104 

253 

198 

337 

70 

53 

44 

0 50 100 150 200 250 300 350

精神科医師等による専門的な

医療支援・カウンセリング等の充実

行政機関等における

総合的な相談窓口の充実

支援団体(NPO団体等)の充実

ひきこもりに関する支援窓口、

相談窓口の周知・PR

家庭訪問

家庭以外の居場所の支援

進学や就労に関する支援

ひきこもり状態の方を抱える

家庭や家族への支援(家族教室等)

生活する上で必要な金銭的支援

(住居確保給付金、一時生活支援等)

その他

無回答
(N = 474)

（人）
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質問４

その他、ひきこもり状態にある方の把握や支援に関して、普段感じていることがありましたらご記入をお願いします。

【支援について】

・小、中学校の不登校から始まることもあるかと思うので広い視野での総合的な支援が必要かと思う。

・インターネットやライン等、家の中にいても連絡がつく方法で支援を始めていくべきだと思う。

・ご家族からのご相談はあるが、ご本人は支援を必要としていないので、繋がることが難しい。

・学校、行政、支援団体などが手をとりあい、情報を共有することが大切。

・ひきこもり状態の方や家族を孤立させないような取り組み、包括的な支援が必要。

・居場所づくりが一番大切だと思う。

・タテ割り行政の横の連携を意識してとっていくことが必要。

・様々な窓口を作っておくことが大切だと思う。

・デリケートな部分もあるので相談の糸口のみつけ方・対応の仕方が難しい。

・支援を求めて来ない方には、見守りだけになる。なるべく話しを聞いて寄り添うように心がけている。

【要望】

・どんなところへ、どのように相談したらいいものかをもっと知らせてほしい。本人は、もとより、

家族がそれを知ることが重要。

・民生委員・児童委員にまずは家族への支援が出来るよう教えてほしい。

・ひきこもりの方の家族へのサポートや支援と、私達への御指導をお願いしたい。

【ひきこもり状態の方の把握】

・主任児童委員と協力して活動し、さらに学校、福祉事務所等の関係専門機関との連携を図りながら、

ひきこもり状態にある方々の把握を心掛けたい。

・近所にどんな人が住んでいるのかを把握できていない。近所の付き合いがあまりない地域が多い。

特にマンション在住の方は難しい。

【孤立】

・表に出さない、出せないで孤立してしまうケースが多い。

・ひっそりと表に出られない方が多いのではないかと思う。

【その他】

・ひきこもりは様々な原因（要因）があるので、これをすると良いという対応策をみつけることが

とても困難だと感じています。きちんとその人の気持ちを知ろうとすることが大切。

・ひきこもりを個人の問題としてではなく、社会の問題として考えていく視点も大事。

・家族からのＨＥＬＰが見えにくい。学校での不登校から移行しやすいと感じる。

・非常にデリケートな問題なので、家族の方が、外に向けて支援・援助を求める言動を起こしてくれ

ないと他人はなかなか入っていけない、動けない。

・行政からの周知などが大切かと思っている。

・ひきこもってしまう前に、何らかの外部との関わりを持つことが必要だと感じている。 等
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・

＜個票＞ （N＝134）
主任児童委員の個票から把握できたひきこもり状態の方の人数は 134 人であった。

１ 該当する方の性別

全体では「男性」が 70人、「女性」及び「無回答」がそれぞれ 32 人であった。

【エリア別】

エリア別にみると、ほとんどのエリアで「男性」が「女性」を上回っている。〈富士〉では「男性」が

83.3％と全体を 31.1 ポイント上回り、特に高くなっている。

70

32

0

32

0 10 20 30 40 50 60 70 80

男性

女性

わからない（不明）

無回答 (N = 134)

（人）

（N=　）

全体 134

賀茂 5

熱海 5

東部 18

御殿場 5

富士 18

中部 19

西部 16

静岡 15

浜松 33

52.2

80.0

60.0

50.0

40.0

83.3

68.4

62.5

40.0

24.2

23.9

20.0

0.0

33.3

40.0

16.7

10.5

12.5

33.3

33.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

23.9

0.0

40.0

16.7

20.0

0.0

21.1

25.0

26.7

42.4

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

男性 女性 わからない（不明） 無回答
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２ 該当する方の年齢

※該当する年齢階層を○で囲んでください。

全体では「10 代」及び「20代」がそれぞれ 29 人（21.6％）と最も多く、次いで「30代」が 26 人（19.4％）、

「40 代」が 22 人（16.4％）となっている。

【エリア別】

エリア別にみると、〈浜松〉では 30 代以下の割合が 78.8％、〈東部〉及び〈静岡〉ではそれぞれ 66.7％

と比較的高くなっている。

29

29

26

22

9

10

6

3

0 10 20 30 40

10代(15歳～19歳)

20代

30代

40代

50代

60代(60歳～64歳)

わからない（不明）

無回答
(N = 134)

（人）

10 代(15 歳～19歳) 20 代 30 代 40 代

50 代 60 代(60 歳～64歳) わからない（不明） 無回答
（N=　）

全体 134

賀茂 5

熱海 5

東部 18

御殿場 5

富士 18

中部 19

西部 16

静岡 15

浜松 33

21.6

0.0

0.0

27.8

0.0

27.8

15.8

18.8

26.7

27.3

21.6

60.0

0.0

27.8

20.0

27.8

5.3

25.0

20.0

21.2

19.4

40.0

20.0

11.1

0.0

5.6

21.1

18.8

20.0

30.3

16.4

0.0

20.0

16.7

80.0

11.1

21.1

31.3

6.7

6.1

6.7

0.0

20.0

0.0

0.0

5.6

21.1

6.3

6.7

3.0

7.5

0.0

20.0

5.6

0.0

5.6

10.5

0.0

20.0

6.1

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

16.7

5.3

0.0

0.0

6.1

2.2

0.0

20.0

11.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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【性別年代別のひきこもり状態の方の人数と把握率】

把握率とは、各性別年代別の主任児童委員の把握数を令和元年 10月１日時点の各性年代人口で割った

数値である。

すべての年代において、女性の人数は男性と比べて少なかった。

※「性別」または「年代」が無回答の方は除いて集計している。

※把握率は、各性別年代別の人口における個票から把握できたひきこもり状態の方の人数の割合である。

14
14 14

13

5
5

0.016%

0.009%
0.007%

0.005%

0.002%

0.004%

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0

5

10

15

20

男性･10 代
（15歳～19歳）

男性・20代 男性・30代 男性・40代 男性・50代 男性・60代

（60歳～64歳）

人数（左目盛） 把握率（右目盛）（人）

（N=65）

（％）

11

7

4 4

1

3

0.013%

0.005%

0.002% 0.002%

0.0004%

0.003%

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0

5

10

15

20

女性･10 代
（15歳～19歳）

女性・20代 女性・30代 女性・40代 女性・50代 女性・60代

（60歳～64歳）

人数（左目盛） 把握率（右目盛）（人）

（N=30）

（％）
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３ 該当する方の家族構成

※同居する家族の方全員を○で囲んでください(複数選択可)。

※お分かりになる範囲で結構です。

【家族構成項目ごとの人数】

「母親」が 97 人と最も多く、次いで「父親」が 81人、「祖母」が 27人となっている。

【「その他」記載内容】

・叔父、叔母、甥、姪、孫

・兄弟家族、子ども家族 等

81

97

12

27

18

14

9

17

8

12

6

4

5

2

0 20 40 60 80 100 120

父親

母親

祖父

祖母

兄

弟

姉

妹

配偶者

子

その他

同居家族なし

わからない

（不明）

無回答

（人）

（N=134）



46

【家族構成項目割合×エリア】

エリア別にみると、ほとんどのエリアで「母親」が最も高く、次いで「父親」となっている。

【家族構成×年代 該当者数】

※本設問の回答をもとに上記７項目に再集計を行った。「父親」及び「母親」の両方に回答があった方を「両親」として

集計している。「両親」、「父親」又は「母親」に回答のあった方は他の項目には含めていない。「父親」「母親」

「（不明）」以外に回答した方は「その他」として集計している。

※回答者数は 134 人だが、年代が無回答だった３人は除いて集計している。

（上段：件数、下段：％）

全体 父親 母親 祖父 祖母 兄 弟 姉 妹 配偶者 子 その他
同居家族

なし
わからない

（不明）
無回答

310 81 97 12 27 18 14 9 17 8 12 6 4 5 2

100.0 26.1 31.3 3.9 8.7 5.8 4.5 2.9 5.5 2.6 3.9 1.9 1.3 1.6 0.6

17 4 5 2 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0

100.0 23.5 29.4 11.8 11.8 0.0 5.9 5.9 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

100.0 16.7 50.0 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 16.7

43 14 11 1 3 4 0 1 1 3 3 1 1 0 0

100.0 32.6 25.6 2.3 7.0 9.3 0.0 2.3 2.3 7.0 7.0 2.3 2.3 0.0 0.0

10 5 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 50.0 20.0 0.0 0.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

45 9 12 1 5 1 3 1 3 3 4 2 0 1 0

100.0 20.0 26.7 2.2 11.1 2.2 6.7 2.2 6.7 6.7 8.9 4.4 0.0 2.2 0.0

39 8 16 0 0 4 3 1 3 1 2 1 0 0 0

100.0 20.5 41.0 0.0 0.0 10.3 7.7 2.6 7.7 2.6 5.1 2.6 0.0 0.0 0.0

39 10 13 4 5 1 0 1 2 0 0 1 0 2 0

100.0 25.6 33.3 10.3 12.8 2.6 0.0 2.6 5.1 0.0 0.0 2.6 0.0 5.1 0.0

33 8 11 1 4 1 2 2 2 0 0 0 2 0 0

100.0 24.2 33.3 3.0 12.1 3.0 6.1 6.1 6.1 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 0.0

78 22 24 3 7 5 4 2 4 1 3 1 0 2 1

100.0 28.2 30.8 3.8 9.0 6.4 5.1 2.6 5.1 1.3 3.8 1.3 0.0 2.6 1.3

静岡

浜松

全体

エ
リ
ア
別

賀茂

熱海

東部

御殿場

富士

中部

西部

父 親 母 親 両親 同居家族なし その他 わからない（不明） 無回答

4
2

1

4
2

1 1

7
6

5 4
5

2 2

16

20 20

8

1
0 00 0 0 0 0

3

0
1 1

0

3
1

4

11
0 0

2
0 0

2
0 0 0

1
0 0 0

0

10

20

30

10代(15 歳～19歳) 
(N=29)

20代
(N=29)

30代
(N=26)

40代
(N=22)

50代
(N=9)

60代(60 歳～64歳) 
(N=10)

わからない（不明）
(N=6)

（人）

（N=134）（N=131）
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【同居人数×性年代】

全体では本人を含む「４人以上」が 42.5％と最も高く、次いで「３人」が 35.1％、「２人」が 14.9％

となっている。

※同居人数は本人を含めた人数で回答。

（N=　）

全体 134

男性全体 65

男性･10 代（15歳～19歳） 14

男性・20代 14

男性・30代 14

男性・40代 13

男性・50代 5

男性・60代（60歳～64歳） 5

3.0

3.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

40.0

14.9

13.8

0.0

14.3

7.1

15.4

60.0

20.0

35.1

36.9

42.9

28.6

28.6

61.5

20.0

20.0

42.5

46.2

57.1

57.1

64.3

23.1

20.0

20.0

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

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

（N=　）

全体 134

女性全体 30

女性･10 代（15歳～19歳） 11

女性・20代 7

女性・30代 4

女性・40代 4

女性・50代 1

女性・60代（60歳～64歳） 3

3.0

3.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33.3

14.9

10.0

9.1

0.0

25.0

0.0

0.0

33.3

35.1

33.3

18.2

28.6

50.0

75.0

0.0

33.3

42.5

50.0

63.6

71.4

25.0

25.0

100.0

0.0

4.5

3.3

9.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

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

１人 ２人 ３人 ４人以上



48

４ 該当する方の家計状況・暮らし向き

※該当する状況を一つだけ○で囲んでください。

全体では「ふつう」が 50 人（37.3％）と最も多く、次いで「わからない」が 24 人（17.9％）、「やや

苦しい」が 23 人（17.2％）となっている。また、「ゆとりがある」と「ややゆとりがある」を合わせた

人数は 28 人（20.9％）、「苦しい」と「やや苦しい」を合わせた人数は 30人（22.4％）となっている。

【年代別】

年代別にみると、30 代以下及び 60 代では「ふつう」が最も高くなっている。一方 40 代では「やや苦

しい」が 36.4％と最も高く、他の年代と比べて高くなっている。

14

14

50

23

7

24

2

0 10 20 30 40 50 60

ゆとりがある

ややゆとりがある

ふつう

やや苦しい

苦しい

わからない（不明）

無回答
(N = 134)

（人）

（N=　）

全体 134

10代(15 歳～19歳) 29

20代 29

30代 26

40代 22

50代 9

60代(60 歳～64歳) 10

わからない（不明） 6

10.4

10.3

10.3

19.2

9.1

11.1

0.0

0.0

10.4

6.9

13.8

15.4

4.5

11.1

10.0

16.7

37.3

34.5

55.2

38.5

31.8

0.0

50.0

16.7

17.2

13.8

6.9

7.7

36.4

33.3

30.0

16.7

5.2

6.9

6.9

0.0

4.5

11.1

10.0

0.0

17.9

27.6

6.9

15.4

13.6

33.3

0.0

50.0

1.5

0.0

0.0

3.8

0.0

0.0

0.0

0.0

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

ゆとりがある ややゆとりがある ふつう やや苦しい 苦しい わからない（不明） 無回答
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【エリア別】

エリア別にみると、〈西部〉では「ゆとりがある」との回答はなかったが、「ややゆとりがある」が 37.5％

と最も高く、「ゆとりがある」と「ややゆとりがある」を合わせた割合でみても他のエリアを大きく上回

っている。

【同居人数別】

同居人数別にみると、２人以上では同居人数が多くなるにつれて「ゆとりがある」と「ややゆとりが

ある」を合わせた割合は増加し、「苦しい」と「やや苦しい」を合わせた割合は減少する傾向にある。

（N=　）

全体 134

賀茂 5

熱海 5

東部 18

御殿場 5

富士 18

中部 19

西部 16

静岡 15

浜松 33

10.4

60.0

0.0

11.1

0.0

11.1

10.5

0.0

13.3

9.1

10.4

0.0

0.0

5.6

0.0

11.1

5.3

37.5

6.7

9.1

37.3

40.0

40.0

38.9

40.0

38.9

36.8

31.3

46.7

33.3

17.2

0.0

40.0

11.1

60.0

11.1

21.1

12.5

13.3

18.2

5.2

0.0

0.0

11.1

0.0

11.1

0.0

0.0

6.7

6.1

17.9

0.0

0.0

22.2

0.0

16.7

26.3

18.8

13.3

21.2

1.5

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

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

（N=　）

全体 134

１人 4

２人 20

３人 47

４人以上 57

10.4

0.0

5.0

6.4

17.5

10.4

0.0

10.0

12.8

10.5

37.3

50.0

15.0

40.4

43.9

17.2

25.0

35.0

17.0

12.3

5.2

0.0

10.0

6.4

3.5

17.9

25.0

25.0

17.0

10.5

1.5

0.0

0.0

0.0

1.8

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

ゆとりがある ややゆとりがある ふつう やや苦しい 苦しい わからない（不明） 無回答

ゆとりがある ややゆとりがある ふつう やや苦しい 苦しい わからない（不明） 無回答
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５ 該当する方の状況

※該当する状況を一つだけ○で囲んでください。

「近所のコンビニ等には外出する」のコンビニ等には外食を含む

「自分の趣味等の際には外出する」の趣味等にはコンサートやイベント等を含む

全体では「自宅からほとんど外に出ない」が 44 人と最も多く、次いで「近所のコンビニ等には外出

する」が 36人、「自分の趣味等の際には外出する」が 24 人、「わからない」「その他」「無回答」が合わせ

て 30 人となっている。

44

36

24

27

1

2

0 10 20 30 40 50

自宅からほとんど外に出ない

近所のコンビニ等には外出する

自分の趣味等の際には外出する

わからない（不明）

その他

無回答 (N = 134)

（人）



51

【性別年代別】

性別年代別にみると、40 代男性及び 10 代女性では「自分の趣味等の際には外出する」がそれぞれ他の

年代と比べて高くなっている。

（N=　）

全体 134

男性全体 65

男性･10 代（15歳～19歳） 14

男性・20代 14

男性・30代 14

男性・40代 13

男性・50代 5

男性・60代（60歳～64歳） 5

32.8

27.7

21.4

35.7

14.3

15.4

60.0

60.0

26.9

27.7

14.3

28.6

28.6

38.5

20.0

40.0

17.9

23.1

28.6

14.3

21.4

46.2

0.0

0.0

20.1

18.5

35.7

14.3

28.6

0.0

20.0

0.0

0.7

1.5

0.0

7.1

0.0

0.0

0.0

0.0

1.5

1.5

0.0

0.0

7.1

0.0

0.0

0.0

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

（N=　）

全体 134

女性全体 30

女性･10 代（15歳～19歳） 11

女性・20代 7

女性・30代 4

女性・40代 4

女性・50代 1

女性・60代（60歳～64歳） 3

32.8

40.0

27.3

42.9

0.0

50.0

100.0

100.0

26.9

23.3

18.2

28.6

50.0

25.0

0.0

0.0

17.9

16.7

36.4

0.0

0.0

25.0

0.0

0.0

20.1

20.0

18.2

28.6

50.0

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

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

自宅からほとんど外に出ない 近所のコンビニ等には外出する 自分の趣味等の際には外出する

わからない（不明） その他 無回答
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【ひきこもり等に至った経緯別】

ひきこもり等に至った経緯別にみると、〈本人の病気など〉では「自宅からほとんど外に出ない」が

56.3％と半数以上を占めており、他の経緯と比べて高くなっている。〈就職後の失業や退職〉では「自分

の趣味等の際には外出する」が 40.0％と他の経緯と比べて高く、全体を 22.1 ポイント上回っている。

（N=　）

全体 134

不登校( 時期：小・中・高・その他) 54

進学の失敗 8

就職の失敗 10

就職後の失業や退職 20

家族関係の不和 12

家族や身近な人の死去 4

財産の喪失 0

本人の病気など 16

わからない（不明） 32

その他 18

32.8

29.6

37.5

20.0

30.0

41.7

25.0

0.0

56.3

31.3

38.9

26.9

24.1

50.0

30.0

25.0

25.0

50.0

0.0

25.0

25.0

33.3

17.9

16.7

12.5

30.0

40.0

25.0

25.0

0.0

12.5

12.5

27.8

20.1

27.8

0.0

10.0

5.0

8.3

0.0

0.0

6.3

31.3

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.5

1.9

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

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

自宅からほとんど外に出ない 近所のコンビニ等には外出する 自分の趣味等の際には外出する

わからない（不明） その他 無回答
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６ ひきこもりの状態にある期間

※該当する期間を一つだけ○で囲んでください。推測でかまいませんので、ひきこもりの状態にある

おおよその期間をご回答ください。

全体では「１年以上～３年未満」が 28 人と最も多く、次いで「５年以上～10 年未満」が 26 人、

「わからない」が 25人となっている。

【エリア別】

エリア別にみると、〈東部〉では５年未満の回答が 55.6％と他のエリアと比べて高く、〈中部〉では

「15 年以上」が 31.6％と最も高くなっている。

1年未満 1年以上～3年未満 3年以上～5年未満 5年以上～10 年未満

10 年以上～15 年未満 15年以上 わからない（不明） 無回答
（N=　）

全体 134

賀茂 5

熱海 5

東部 18

御殿場 5

富士 18

中部 19

西部 16

静岡 15

浜松 33

2.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.3

0.0

6.7

3.0

20.9

20.0

20.0

27.8

0.0

27.8

5.3

18.8

20.0

27.3

9.7

0.0

0.0

27.8

40.0

11.1

5.3

0.0

0.0

9.1

19.4

60.0

0.0

16.7

40.0

5.6

5.3

37.5

26.7

18.2

12.7

20.0

40.0

11.1

20.0

11.1

10.5

6.3

0.0

18.2

14.2

0.0

20.0

5.6

0.0

11.1

31.6

25.0

20.0

6.1

18.7

0.0

0.0

11.1

0.0

33.3

31.6

12.5

20.0

18.2

2.2

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

5.3

0.0

6.7

0.0

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

3

28

13

26

17

19

25

3

0 10 20 30

1年未満

1年以上～3年未満

3年以上～5年未満

5年以上～10年未満

10年以上～15年未満

15年以上

わからない（不明）

無回答 (N = 134)

（人）
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【性別】

性別にみると、女性は「１年以上～３年未満」及び「５年以上～10 年未満」の割合が男性と比べて高

くなっている。

【年代別】

年代別にみると、10 代は「１年以上～３年未満」が 51.7％と最も高くなっている。40 代以上では

「15 年以上」の割合が４割前後と比較的高くなっている。

（N=　）

全体 134

男性 70

女性 32

わからない（不明） 0

2.2

0.0

6.3

0.0

20.9

17.1

25.0

0.0

9.7

11.4

9.4

0.0

19.4

18.6

28.1

0.0

12.7

11.4

6.3

0.0

14.2

12.9

12.5

0.0

18.7

25.7

12.5

0.0

2.2

2.9

0.0

0.0

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

（N=　）

全体 134

10代(15 歳～19歳) 29

20代 29

30代 26

40代 22

50代 9

60代(60 歳～64歳) 10

わからない（不明） 6

2.2

10.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.9

51.7

27.6

7.7

9.1

0.0

10.0

0.0

9.7

13.8

13.8

7.7

9.1

0.0

10.0

0.0

19.4

10.3

37.9

15.4

13.6

22.2

20.0

0.0

12.7

0.0

10.3

38.5

4.5

0.0

10.0

16.7

14.2

0.0

3.4

3.8

40.9

44.4

40.0

0.0

18.7

13.8

3.4

23.1

22.7

33.3

10.0

83.3

2.2

0.0

3.4

3.8

0.0

0.0

0.0

0.0

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

1年未満 1年以上～3年未満 3年以上～5年未満 5年以上～10 年未満

10 年以上～15 年未満 15年以上 わからない（不明） 無回答

1年未満 1年以上～3年未満 3年以上～5年未満 5年以上～10 年未満

10 年以上～15 年未満 15年以上 わからない（不明） 無回答
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【家計状況・暮らし向きごとの該当者数】

【該当する方の状況ごとの該当者数】

2

8

4

10

8

6 6

00

6

3 3

8 8
7

11

6

4
5

0

2

4

2

0

8

1

7

1
2

8

00 0
1

0 0 0 0 0
0

5

10

15

1年未満 1年以上～

3年未満

3年以上～

5年未満

5年以上～

10年未満

10年以上～

15年未満

15年以上 わからない（不明） 無回答

（人）

（N=134）

0

5

0

3

1

4

1
0

1 1
2

7

1
0

2

00

10

5

11

9
8

5

2
1

5
4

2 2

4
5

00 0

2 2
1 1 1

0
1

7

0
1

3
2

10

0
0

5

10

15

1年未満 1年以上～

3年未満

3年以上～

5年未満

5年以上～

10年未満

10年以上～

15年未満

15年以上 わからない（不明） 無回答

（人）（人）

（N=134）

自宅からほとんど外に出ない 近所のコンビニ等には外出する 自分の趣味等の際には外出する

わからない（不明） その他

ゆとりがある ややゆとりがある ふつう やや苦しい 苦しい わからない（不明）
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【ひきこもり等に至った経緯ごとの該当者数】

ひきこもり等に至った経緯別にみると、〈不登校〉では「１年以上３年未満」が他の経緯と比べると多

くなっている。

※「わからない（不明）」及び「その他」は除いて集計している。

※回答者数は 84 人だが、ひきこもり等に至った経緯は複数回答のため、回答数の合計は 112 件となっている。

3 

16 

6 

11 

8 

3 

0 

3 

1 

2 

1 

1 

0 

1 

0 

4 

1 

2 

0 

4 

5 

6 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

4 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

3 

4 

4 

0 10 20 30 40

1年未満

1年以上～

3年未満

3年以上～

5年未満

5年以上～

10年未満

10年以上

～15年未満

15年以上

（人）

（N=84）

31

4

15

28

20

14

不登校( 時期: 小・中・高・その他) 進学の失敗 就職の失敗 就職後の失業や退職

家族関係の不和 家族や身近な人の死去 財産の喪失 本人の病気など
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７ ひきこもり等に至った経緯

※該当する経緯を○で囲んでください（複数選択可）。

全体では「不登校(時期：小・中・高・その他)」が 54 人と最も多く、次いで「わからない」が 32人、

「就職後の失業や退職」が 20人となっている。

【「その他」記載内容】

・人間関係、家族関係のトラブル

・健康状態

・学校でのいじめ、大学中退・卒業 等

54 

8 

10 

20 

12 

4 

0 

16 

32 

18 

9 

0 10 20 30 40 50 60

不登校

（時期：小・中・高・その他）

進学の失敗

就職の失敗

就職後の失業や退職

家族関係の不和

家族や身近な人の死去

財産の喪失

本人の病気など

わからない（不明）

その他

無回答 (N = 134)

（人 ）
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８ 現在受けているひきこもりに関する支援等

※該当する支援等を○で囲んでください（複数選択可）。

居場所支援とは

ひきこもり状態にある方が自宅以外で安心していられる居場所を設置して、同じような状況の方の

利用を促し、社会参加の第一歩を踏み出す機会を提供する支援。

全体では「わからない」が 69 人と最も多く、次いで「何も支援を受けていない」が 24人、「行政機関

等への相談、支援」が 12人となっている。

【「その他」記載内容】

・親が支援を必要としていない。 等

8

12

1

7

3

5

6

1

2

24

69

6

10

0 10 20 30 40 50 60 70

医療機関等による医療や支援

行政機関等への相談、支援

民間団体等への相談、支援

家庭訪問

居場所支援

学習・進学・就労支援

家族支援（家族教室等）

生活保護

生活困窮者自立支援

何も支援を受けていない

わからない（不明）

その他

無回答 (N = 134)

（人）
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９ 本人や家族から何らかの相談をしたいとの希望がありますか？

本人については、「ある」の回答はなく、「ない」が 65人、「不明」が 46人となっている。

家族については、「ある」が 20人、「ない」が 53人、「不明」が 39人となっている。

＜本人の相談希望＞

＜家族の相談希望＞

0

65

46

23

0 10 20 30 40 50 60 70

ある

ない

不明

無回答
(N = 134)

（人）

20

53

39

22

0 10 20 30 40 50 60 70

ある

ない

不明

無回答 (N = 134)

（人）
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【年代別】

＜本人の相談希望＞

年代別にみると、「ない」の割合は 60代が 80.0％と最も高く、他の年代を大きく上回っている。

＜家族の相談希望＞

年代別にみると、10 代では「ある」が 27.6％と他の年代と比べて最も高く、全体を 12.7 ポイント

上回っている。40代及び 50 代では「ある」はいないが、60代では「ある」が 20％となっている。

（N=　）

全体 134

10代(15 歳～19歳) 29

20代 29

30代 26

40代 22

50代 9

60代(60 歳～64歳) 10

わからない（不明） 6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

48.5

41.4

48.3

53.8

45.5

44.4

80.0

33.3

34.3

41.4

27.6

26.9

45.5

44.4

10.0

50.0

17.2

17.2

24.1

19.2

9.1

11.1

10.0

16.7

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

（N=　）

全体 134

10代(15 歳～19歳) 29

20代 29

30代 26

40代 22

50代 9

60代(60 歳～64歳) 10

わからない（不明） 6

14.9

27.6

24.1

7.7

0.0

0.0

20.0

16.7

39.6

34.5

31.0

46.2

45.5

33.3

60.0

33.3

29.1

27.6

24.1

23.1

45.5

55.6

0.0

33.3

16.4

10.3

20.7

23.1

9.1

11.1

20.0

16.7

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

ある ない 不明 無回答

ある ない 不明 無回答
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【エリア別】

＜本人の相談希望＞

エリア別にみると、「ない」は〈東部〉で 66.7％と他のエリアと比べて最も高くなっている。一方

〈西部〉では 25.0％と最も低くなっている。

＜家族の相談希望＞

エリア別にみると、「ある」は〈静岡〉で 20.0％と他のエリアと比べて高くなっている。「ない」は

〈中部〉で 63.2％と最も高く、全体を 23.6 ポイント上回っている。

ある ない 不明 無回答

ある ない 不明 無回答
（N=　）

全体 134

賀茂 5

熱海 5

東部 18

御殿場 5

富士 18

中部 19

西部 16

静岡 15

浜松 33

14.9

20.0

0.0

16.7

0.0

16.7

15.8

6.3

20.0

18.2

39.6

60.0

40.0

50.0

0.0

44.4

63.2

18.8

26.7

36.4

29.1

20.0

40.0

27.8

80.0

22.2

21.1

37.5

26.7

27.3

16.4

0.0

20.0

5.6

20.0

16.7

0.0

37.5

26.7

18.2

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

（N=　）

全体 134

賀茂 5

熱海 5

東部 18

御殿場 5

富士 18

中部 19

西部 16

静岡 15

浜松 33

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

48.5

60.0

60.0

66.7

0.0

38.9

63.2

25.0

53.3

48.5

34.3

20.0

20.0

27.8

80.0

33.3

31.6

31.3

33.3

39.4

17.2

20.0

20.0

5.6

20.0

27.8

5.3

43.8

13.3

12.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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10 民生委員・児童委員、主任児童委員の方からみた支援の必要性について

※該当する状況を一つだけ○で囲んでください。

全体では「現時点で支援は必要ないが、今後支援が必要となる可能性がある方と感じている」が

72人と最も多く、次いで「早急に何らかの支援が必要な方と感じている」及び「特に支援の必要がない」

がそれぞれ 17 人、「行政機関等へ連絡済」が８人となっている。

※「早急に何らかの支援が必要な方と感じている」方については、調査票回収後、市町が状況を確認している。

【「その他」記載内容】

・近所の親戚が訪問しても会えない。 等

【支援が必要と考える理由】

・何か踏み出すきっかけがあれば変わると思う。

・両親の高齢化 等

早急に何らかの支援が必要な方と感じている

現時点で支援は必要ないが、今後支援が

必要となる可能性がある方と感じている

特に支援の必要がない

行政機関等へ連絡済

その他

無回答

17

72

17

8

3

17

0 10 20 30 40 50 60 70 80

(N = 134)

（人）
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【年代別】

年代別にみると、「早急に何らかの支援が必要な方と感じている」は 20 代で 20.7％と他の年代と比べ

て最も高く、全体を 8.0 ポイント上回っている。一方、30 代では「早急に何らかの支援が必要な方と感

じている」はいなかったが、「現時点で支援は必要ないが、今後支援が必要となる可能性がある方と感じ

ている」が 69.2％と最も高くなっている。

【ひきこもり等に至った経緯別】

ひきこもり等に至った経緯別にみると、〈進学の失敗〉及び〈就職の失敗〉では「早急に何らかの支援

が必要な方と感じている」が他の経緯に比べて高くなっている。

（N=　）

全体 134

10代(15 歳～19歳) 29

20代 29

30代 26

40代 22

50代 9

60代(60 歳～64歳) 10

わからない（不明） 6

12.7

17.2

20.7

0.0

18.2

11.1

10.0

0.0

53.7

31.0

51.7

69.2

63.6

66.7

40.0

66.7

12.7

20.7

13.8

0.0

4.5

11.1

50.0

0.0

6.0

13.8

3.4

11.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2

3.4

0.0

3.8

0.0

0.0

0.0

16.7

12.7

13.8

10.3

15.4

13.6

11.1

0.0

16.7

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

早急に何らかの支援が必要な方と感じている
現時点で支援は必要ないが、

今後支援が必要となる可能性がある方と感じている
特に支援の必要がない

行政機関等へ連絡済 その他 無回答

早急に何らかの支援が必要な方と感じている
現時点で支援は必要ないが、

今後支援が必要となる可能性がある方と感じている
特に支援の必要がない

行政機関等へ連絡済 その他 無回答
（N=　）

全体 134

不登校( 時期: 小・中・高・その他) 54

進学の失敗 8

就職の失敗 10

就職後の失業や退職 20

家族関係の不和 12

家族や身近な人の死去 4

財産の喪失 0

本人の病気など 16

わからない（不明） 32

その他 18

12.7

16.7

62.5

30.0

15.0

16.7

0.0

0.0

6.3

6.3

11.1

53.7

53.7

37.5

60.0

60.0

50.0

75.0

0.0

56.3

62.5

44.4

12.7

14.8

0.0

10.0

15.0

16.7

25.0

0.0

18.8

9.4

27.8

6.0

9.3

0.0

0.0

5.0

16.7

0.0

0.0

12.5

3.1

16.7

2.2

1.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.3

0.0

12.7

3.7

0.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

6.3

12.5

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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第４章 資料

１．集計表

＜民生委員・児童委員＞

（１） 状況調査票

質問１

担当地区に、ひきこもり状態でおおむね15歳以上65歳未満の方を把握していますか。
当てはまる方のいずれかに○印をつけ、把握している場合は、人数を記入してください。

【エリア別の民生委員・児童委員の把握状況】

【エリア別の把握数】

※「把握している」と回答した民生委員・児童委員は1,433人（25.3％）であり、民生委員・児童委員が把握しているひきこも

り状態の方の人数は2,134人であった。このうち個票で状況が判明しているひきこもり状態の方の人数は2,082人であった。

（上段：件数、下段：％）

全体 把握している
把握

していない
無回答

5,672 1,433 4,194 45

100.0 25.3 73.9 0.8

179 48 129 2

100.0 26.8 72.1 1.1

219 49 170 0

100.0 22.4 77.6 0.0

880 170 706 4

100.0 19.3 80.2 0.5

161 32 129 0

100.0 19.9 80.1 0.0

533 137 395 1

100.0 25.7 74.1 0.2

768 217 546 5

100.0 28.3 71.1 0.7

859 300 559 0

100.0 34.9 65.1 0.0

909 190 690 29

100.0 20.9 75.9 3.2

1,164 290 870 4

100.0 24.9 74.7 0.3

静岡

浜松

エ
リ
ア
別

全体

賀茂

熱海

東部

御殿場

富士

中部

西部

（上段：件数、下段：％）

全体 賀茂 熱海 東部 御殿場 富士 中部 西部 静岡 浜松

2,134 71 69 244 42 202 363 453 258 432

100.0 3.3 3.2 11.4 2.0 9.5 17.0 21.2 12.1 20.2
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質問２

今までに担当地区にお住まいの質問１の状態(ひきこもり状態)の方に関する相談を受けたことがありますか。
当てはまる方のいずれかに○印をつけてください。

(※現在担当地区にひきこもり状態の方を把握していない方もお答えください。)
【相談を受けたことがあるかどうか・エリア別】

【相談内容】

質問３

ひきこもり状態の方に対する支援策として、必要と感じるもの全てに○印をつけてください。

※家庭以外の居場所の支援 とは

ひきこもり状態にある方が自宅以外で安心していられる居場所を設置して、同じような状況の方の利用を

促し、社会参加の第一歩を踏み出す機会を提供する支援

（上段：件数、下段：％）

全体 ある ない 無回答

5,672 668 4,759 245

100.0 11.8 83.9 4.3

179 18 154 7

100.0 10.1 86.0 3.9

219 20 178 21

100.0 9.1 81.3 9.6

880 71 775 34

100.0 8.1 88.1 3.9

161 14 141 6

100.0 8.7 87.6 3.7

533 69 436 28

100.0 12.9 81.8 5.3

768 110 619 39

100.0 14.3 80.6 5.1

859 128 719 12

100.0 14.9 83.7 1.4

909 97 757 55

100.0 10.7 83.3 6.1

1,164 141 980 43

100.0 12.1 84.2 3.7

静岡

浜松

エ
リ
ア
別

全体

賀茂

熱海

東部

御殿場

富士

中部

西部

（上段：件数、下段：％）

全体

日常生活に
関すること

(生活リズム
が整わない、
ご飯を食べ
ない、入浴
しない等）

医療、病気
に関すること
(精神疾患で
はないか等)

経済的なこと
(働くことがで
きず生活が
苦しい等)

学校、仕事
のこと

(不登校、
就職の

失敗、就職
したが辞めて
戻ってきて
いる等）

将来のこと
(仕事をして
おらず今後
の生活が
心配等)

情報の
問合せ

(どこに相談
したらよいか

教えて
欲しい、等)

本人との関
わり方

（声の掛け方
や関わりの

程度等）

その他 無回答

668 163 176 191 177 304 86 144 188 9

100.0 24.4 26.3 28.6 26.5 45.5 12.9 21.6 28.1 1.3
　

（上段：件数、下段：％）

全体

精神科医師
等による
専門的な

医療支援・
カウンセリン
グ等の充実

行政機関等
における
総合的な

相談窓口の
充実

支援団体
(NPO団体等)

の充実

ひきこもりに
関する支援
窓口、相談

窓口の周知・
PR

家庭訪問
家庭以外の
居場所の

支援

進学や就労
に関する

支援

ひきこもり
状態の方を
抱える家庭
や家族への
支援(家族
教室等)

生活する上
で必要な

金銭的支援
(住居確保給
付金、一時
生活支援等)

その他 無回答

5,672 2,491 2,702 1,119 3,326 1,366 1,881 1,374 2,884 759 423 829

100.0 43.9 47.6 19.7 58.6 24.1 33.2 24.2 50.8 13.4 7.5 14.6
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（２） 個票

１ 該当する方の性別

【エリア別】

（上段：件数、下段：％）

全体 男性 女性
わからない

（不明）
無回答

2,082 1,095 343 15 629

100.0 52.6 16.5 0.7 30.2
　

（上段：件数、下段：％）

全体 男性 女性
わからない

（不明）
無回答

2,082 1,095 343 15 629

100.0 52.6 16.5 0.7 30.2

64 34 7 0 23

100.0 53.1 10.9 0.0 35.9

68 31 5 1 31

100.0 45.6 7.4 1.5 45.6

235 142 43 7 43

100.0 60.4 18.3 3.0 18.3

39 16 9 0 14

100.0 41.0 23.1 0.0 35.9

195 95 32 1 67

100.0 48.7 16.4 0.5 34.4

350 183 49 0 118

100.0 52.3 14.0 0.0 33.7

449 254 87 3 105

100.0 56.6 19.4 0.7 23.4

256 123 38 1 94

100.0 48.0 14.8 0.4 36.7

426 217 73 2 134

100.0 50.9 17.1 0.5 31.5

静岡

浜松

エ
リ
ア
別

全体

賀茂

熱海

東部

御殿場

富士

中部

西部
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２ 該当する方の年齢

※該当する年齢階層を○で囲んでください。

【エリア別】

【男性年代別】

【女性年代別】

（上段：件数、下段：％）

全体
10代(15 歳

～19歳)
20代 30代 40代 50代

60代(60 歳
～64歳)

わからない
（不明）

無回答

2,082 103 178 369 574 495 181 139 43

100.0 4.9 8.5 17.7 27.6 23.8 8.7 6.7 2.1
　

（上段：件数、下段：％）

全体
10代(15 歳

～19歳)
20代 30代 40代 50代

60代(60 歳
～64歳)

わからない
（不明）

無回答

2,082 103 178 369 574 495 181 139 43

100.0 4.9 8.5 17.7 27.6 23.8 8.7 6.7 2.1

64 3 9 11 14 18 4 5 0

100.0 4.7 14.1 17.2 21.9 28.1 6.3 7.8 0.0

68 4 1 14 23 15 5 5 1

100.0 5.9 1.5 20.6 33.8 22.1 7.4 7.4 1.5

235 18 22 41 66 47 23 13 5

100.0 7.7 9.4 17.4 28.1 20.0 9.8 5.5 2.1

39 1 3 4 12 11 6 2 0

100.0 2.6 7.7 10.3 30.8 28.2 15.4 5.1 0.0

195 16 16 46 40 40 14 15 8

100.0 8.2 8.2 23.6 20.5 20.5 7.2 7.7 4.1

350 18 35 54 99 102 24 12 6

100.0 5.1 10.0 15.4 28.3 29.1 6.9 3.4 1.7

449 17 31 88 134 98 39 37 5

100.0 3.8 6.9 19.6 29.8 21.8 8.7 8.2 1.1

256 9 21 40 68 59 24 25 10

100.0 3.5 8.2 15.6 26.6 23.0 9.4 9.8 3.9

426 17 40 71 118 105 42 25 8

100.0 4.0 9.4 16.7 27.7 24.6 9.9 5.9 1.9

静岡

浜松

エ
リ
ア
別

全体

賀茂

熱海

東部

御殿場

富士

中部

西部

（上段：件数、下段：％）

全体
男性･10 代

（15歳～
19歳）

男性・20代 男性・30代 男性・40代 男性・50代
男性・60代
（60歳～
64歳）

1,001 54 75 204 319 267 82

100.0 5.4 7.5 20.4 31.9 26.7 8.2
　

（上段：件数、下段：％）

全体
女性･10 代

（15歳～
19歳）

女性・20代 女性・30代 女性・40代 女性・50代
女性・60代

（60～
64歳）

315 22 40 61 103 65 24

100.0 7.0 12.7 19.4 32.7 20.6 7.6
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３ 該当する方の家族構成

※同居する家族の方全員を○で囲んでください(複数選択可)。

※お分かりになる範囲で結構です。

【家族構成項目割合×エリア】

【家族構成×年代】

（上段：件数、下段：％）

全体 父親 母親 祖父 祖母 兄 弟 姉 妹 配偶者 子 その他
同居家族

なし
わからない

（不明）
無回答

3,799 937 1,355 81 188 236 176 125 142 52 64 62 336 45 30

100.0 24.7 35.7 2.1 4.9 6.2 4.6 3.3 3.7 1.4 1.7 1.6 8.8 1.2 0.8
　

（上段：件数、下段：％）

全体 父親 母親 祖父 祖母 兄 弟 姉 妹 配偶者 子 その他
同居家族

なし
わからない

（不明）
無回答

3,799 937 1,355 81 188 236 176 125 142 52 64 62 336 45 30

100.0 24.7 35.7 2.1 4.9 6.2 4.6 3.3 3.7 1.4 1.7 1.6 8.8 1.2 0.8

116 35 42 4 5 3 4 3 4 1 1 4 10 0 1

100.0 30.2 36.2 3.4 4.3 2.6 3.4 2.6 3.4 0.9 0.9 3.4 8.6 0.0 0.9

114 25 41 1 4 5 11 5 4 0 0 0 17 1 1

100.0 21.9 36.0 0.9 3.5 4.4 9.6 4.4 3.5 0.0 0.0 0.0 14.9 0.9 0.9

424 102 157 8 29 23 18 11 15 8 8 5 30 10 3

100.0 24.1 37.0 1.9 6.8 5.4 4.2 2.6 3.5 1.9 1.9 1.2 7.1 2.4 0.7

71 14 25 2 4 4 4 1 3 3 2 2 6 1 0

100.0 19.7 35.2 2.8 5.6 5.6 5.6 1.4 4.2 4.2 2.8 2.8 8.5 1.4 0.0

365 84 122 6 19 24 18 16 17 4 6 4 42 3 3

100.0 23.0 33.4 1.6 5.2 6.6 4.9 4.4 4.7 1.1 1.6 1.1 11.5 0.8 0.8

641 151 237 15 33 35 24 28 21 11 17 9 57 3 1

100.0 23.6 37.0 2.3 5.1 5.5 3.7 4.4 3.3 1.7 2.7 1.4 8.9 0.5 0.2

833 233 296 19 32 58 34 24 28 12 9 18 62 8 11

100.0 28.0 35.5 2.3 3.8 7.0 4.1 2.9 3.4 1.4 1.1 2.2 7.4 1.0 1.3

432 99 154 6 16 25 21 16 20 4 12 3 52 4 4

100.0 22.9 35.6 1.4 3.7 5.8 4.9 3.7 4.6 0.9 2.8 0.7 12.0 0.9 0.9

803 194 281 20 46 59 42 21 30 9 9 17 60 15 6

100.0 24.2 35.0 2.5 5.7 7.3 5.2 2.6 3.7 1.1 1.1 2.1 7.5 1.9 0.7

静岡

浜松

エ
リ
ア
別

全体

賀茂

熱海

東部

御殿場

富士

中部

西部

（上段：件数、下段：％）

全体 父 母 両親
同居家族

なし
その他 わからない 無回答

2,082 167 585 770 336 149 45 30

100.0 8.0 28.1 37.0 16.1 7.2 2.2 1.4

103 11 37 50 0 1 2 2

100.0 10.7 35.9 48.5 0.0 1.0 1.9 1.9

178 19 43 91 6 11 6 2

100.0 10.7 24.2 51.1 3.4 6.2 3.4 1.1

369 37 71 217 21 15 4 4

100.0 10.0 19.2 58.8 5.7 4.1 1.1 1.1

574 45 162 266 63 27 7 4

100.0 7.8 28.2 46.3 11.0 4.7 1.2 0.7

495 36 181 92 134 46 2 4

100.0 7.3 36.6 18.6 27.1 9.3 0.4 0.8

181 8 45 12 76 35 3 2

100.0 4.4 24.9 6.6 42.0 19.3 1.7 1.1

139 11 34 36 24 9 21 4

100.0 7.9 24.5 25.9 17.3 6.5 15.1 2.9

該
当
す
る

方
の
年
齢

全体

10代(15 歳～19歳)

20代

30代

40代

50代

60代(60 歳～64歳)

わからない（不明）
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【同居人数×男性年代別】

【同居人数×女性年代別】

（上段：件数、下段：％）

全体 １人 ２人 ３人 ４人以上 無回答

2,082 336 547 663 478 58

100.0 16.1 26.3 31.8 23.0 2.8

1,001 154 279 337 218 13

100.0 15.4 27.9 33.7 21.8 1.3

54 0 5 15 33 1

100.0 0.0 9.3 27.8 61.1 1.9

75 3 14 23 30 5

100.0 4.0 18.7 30.7 40.0 6.7

204 7 37 88 69 3

100.0 3.4 18.1 43.1 33.8 1.5

319 36 91 131 57 4

100.0 11.3 28.5 41.1 17.9 1.3

267 74 100 68 25 0

100.0 27.7 37.5 25.5 9.4 0.0

82 34 32 12 4 0

100.0 41.5 39.0 14.6 4.9 0.0

男
性
年
代
別

全体

男性全体

男性･10 代（15歳～19歳）

男性・20代

男性・30代

男性・40代

男性・50代

男性・60代（60歳～64歳）

（上段：件数、下段：％）

全体 １人 ２人 ３人 ４人以上 無回答

2,082 336 547 663 478 58

100.0 16.1 26.3 31.8 23.0 2.8

315 35 66 103 107 4

100.0 11.1 21.0 32.7 34.0 1.3

22 0 2 6 14 0

100.0 0.0 9.1 27.3 63.6 0.0

40 1 4 8 27 0

100.0 2.5 10.0 20.0 67.5 0.0

61 5 9 15 32 0

100.0 8.2 14.8 24.6 52.5 0.0

103 11 19 47 24 2

100.0 10.7 18.4 45.6 23.3 1.9

65 11 24 23 7 0

100.0 16.9 36.9 35.4 10.8 0.0

24 7 8 4 3 2

100.0 29.2 33.3 16.7 12.5 8.3

女
性
年
代
別

全体

女性全体

女性･10 代（15歳～19歳）

女性・20代

女性・30代

女性・40代

女性・50代

女性・60代（60歳～64歳）
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４ 該当する方の家計状況・暮らし向き

【年代別】

（上段：件数、下段：％）

全体 ゆとりがある
ややゆとりが

ある
ふつう やや苦しい 苦しい

わからない
（不明）

無回答

2,082 171 125 775 248 288 440 35

100.0 8.2 6.0 37.2 11.9 13.8 21.1 1.7
　

（上段：件数、下段：％）

全体 ゆとりがある
ややゆとりが

ある
ふつう やや苦しい 苦しい

わからない

（不明）
無回答

2,082 171 125 775 248 288 440 35

100.0 8.2 6.0 37.2 11.9 13.8 21.1 1.7

103 13 10 36 19 16 8 1

100.0 12.6 9.7 35.0 18.4 15.5 7.8 1.0

178 18 16 68 22 24 27 3

100.0 10.1 9.0 38.2 12.4 13.5 15.2 1.7

369 45 24 183 32 32 48 5

100.0 12.2 6.5 49.6 8.7 8.7 13.0 1.4

574 50 45 237 69 74 93 6

100.0 8.7 7.8 41.3 12.0 12.9 16.2 1.0

495 32 20 153 67 94 122 7

100.0 6.5 4.0 30.9 13.5 19.0 24.6 1.4

181 6 3 48 23 32 64 5

100.0 3.3 1.7 26.5 12.7 17.7 35.4 2.8

139 7 4 39 8 12 69 0

100.0 5.0 2.9 28.1 5.8 8.6 49.6 0.0

該
当
す
る

方
の
年
齢

全体

10代(15 歳～19歳)

20代

30代

40代

50代

60代(60 歳～64歳)

わからない（不明）
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【エリア別】

【同居人数別】

（上段：件数、下段：％）

全体 ゆとりがある
ややゆとりが

ある
ふつう やや苦しい 苦しい

わからない
（不明）

無回答

2,082 171 125 775 248 288 440 35

100.0 8.2 6.0 37.2 11.9 13.8 21.1 1.7

64 6 6 18 12 9 13 0

100.0 9.4 9.4 28.1 18.8 14.1 20.3 0.0

68 1 6 29 7 13 11 1

100.0 1.5 8.8 42.6 10.3 19.1 16.2 1.5

235 21 16 80 22 39 53 4

100.0 8.9 6.8 34.0 9.4 16.6 22.6 1.7

39 3 4 12 2 6 11 1

100.0 7.7 10.3 30.8 5.1 15.4 28.2 2.6

195 12 16 79 22 28 38 0

100.0 6.2 8.2 40.5 11.3 14.4 19.5 0.0

350 29 15 124 46 51 76 9

100.0 8.3 4.3 35.4 13.1 14.6 21.7 2.6

449 45 31 187 49 54 79 4

100.0 10.0 6.9 41.6 10.9 12.0 17.6 0.9

256 22 13 80 32 29 71 9

100.0 8.6 5.1 31.3 12.5 11.3 27.7 3.5

426 32 18 166 56 59 88 7

100.0 7.5 4.2 39.0 13.1 13.8 20.7 1.6

静岡

浜松

エ
リ
ア
別

全体

賀茂

熱海

東部

御殿場

富士

中部

西部

（上段：件数、下段：％）

全体 ゆとりがある
ややゆとりが

ある
ふつう やや苦しい 苦しい

わからない
（不明）

無回答

2,082 171 125 775 248 288 440 35

100.0 8.2 6.0 37.2 11.9 13.8 21.1 1.7

336 10 9 39 35 96 136 11

100.0 3.0 2.7 11.6 10.4 28.6 40.5 3.3

547 26 19 190 83 92 130 7

100.0 4.8 3.5 34.7 15.2 16.8 23.8 1.3

663 72 56 307 81 58 85 4

100.0 10.9 8.4 46.3 12.2 8.7 12.8 0.6

478 61 40 229 48 41 54 5

100.0 12.8 8.4 47.9 10.0 8.6 11.3 1.0

同
居
人
数

全体

１人

２人

３人

４人以上
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５ 該当する方の状況

※該当する状況を一つだけ○で囲んでください。

「近所のコンビニ等には外出する」のコンビニ等には外食を含む

「自分の趣味等の際には外出する」の趣味等にはコンサートやイベント等を含む

【男性年代別】

【女性年代別】

（上段：件数、下段：％）

全体
自宅から

ほとんど外に
出ない

近所の
コンビニ等に
は外出する

自分の趣味
等の際には
外出する

わからない
（不明）

その他 無回答

2,082 579 712 290 442 39 20

100.0 27.8 34.2 13.9 21.2 1.9 1.0
　

（上段：件数、下段：％）

全体
自宅から

ほとんど外に
出ない

近所の
コンビニ等に
は外出する

自分の趣味
等の際には
外出する

わからない
（不明）

その他 無回答

2,082 579 712 290 442 39 20

100.0 27.8 34.2 13.9 21.2 1.9 1.0

1,001 272 358 154 202 12 3

100.0 27.2 35.8 15.4 20.2 1.2 0.3

54 19 10 9 14 2 0

100.0 35.2 18.5 16.7 25.9 3.7 0.0

75 23 21 9 22 0 0

100.0 30.7 28.0 12.0 29.3 0.0 0.0

204 59 53 46 44 1 1

100.0 28.9 26.0 22.5 21.6 0.5 0.5

319 78 120 44 74 2 1

100.0 24.5 37.6 13.8 23.2 0.6 0.3

267 75 114 34 39 4 1

100.0 28.1 42.7 12.7 14.6 1.5 0.4

82 18 40 12 9 3 0

100.0 22.0 48.8 14.6 11.0 3.7 0.0

男
性
年
代
別

全体

男性全体

男性･10 代（15歳～19歳）

男性・20代

男性・30代

男性・40代

男性・50代

男性・60代（60歳～64歳）

（上段：件数、下段：％）

全体
自宅から

ほとんど外に
出ない

近所の
コンビニ等に
は外出する

自分の趣味
等の際には
外出する

わからない

（不明）
その他 無回答

2,082 579 712 290 442 39 20

100.0 27.8 34.2 13.9 21.2 1.9 1.0

315 107 90 45 60 12 1

100.0 34.0 28.6 14.3 19.0 3.8 0.3

22 7 2 2 9 2 0

100.0 31.8 9.1 9.1 40.9 9.1 0.0

40 12 4 11 11 1 1

100.0 30.0 10.0 27.5 27.5 2.5 2.5

61 17 14 11 16 3 0

100.0 27.9 23.0 18.0 26.2 4.9 0.0

103 35 37 13 14 4 0

100.0 34.0 35.9 12.6 13.6 3.9 0.0

65 26 24 6 7 2 0

100.0 40.0 36.9 9.2 10.8 3.1 0.0

24 10 9 2 3 0 0

100.0 41.7 37.5 8.3 12.5 0.0 0.0

女
性
年
代
別

全体

女性全体

女性･10 代（15歳～19歳）

女性・20代

女性・30代

女性・40代

女性・50代

女性・60代（60歳～64歳）
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【ひきこもり等に至った経緯別】

６ ひきこもりの状態にある期間

※該当する期間を一つだけ○で囲んでください。推測でかまいませんので、ひきこもりの状態にあるおおよ

その期間をご回答ください。

【エリア別】

（上段：件数、下段：％）

全体
自宅から

ほとんど外に
出ない

近所の
コンビニ等に
は外出する

自分の趣味
等の際には
外出する

わからない
（不明）

その他 無回答

2,082 579 712 290 442 39 20

100.0 27.8 34.2 13.9 21.2 1.9 1.0

255 92 66 42 46 7 2

100.0 36.1 25.9 16.5 18.0 2.7 0.8

50 14 10 17 9 0 0

100.0 28.0 20.0 34.0 18.0 0.0 0.0

143 36 54 33 18 2 0

100.0 25.2 37.8 23.1 12.6 1.4 0.0

326 79 156 49 37 5 0

100.0 24.2 47.9 15.0 11.3 1.5 0.0

101 26 47 17 10 1 0

100.0 25.7 46.5 16.8 9.9 1.0 0.0

118 30 66 12 9 0 1

100.0 25.4 55.9 10.2 7.6 0.0 0.8

13 4 5 3 1 0 0

100.0 30.8 38.5 23.1 7.7 0.0 0.0

276 95 110 41 23 6 1

100.0 34.4 39.9 14.9 8.3 2.2 0.4

868 224 253 97 275 15 4

100.0 25.8 29.1 11.2 31.7 1.7 0.5

230 53 102 39 27 8 1

100.0 23.0 44.3 17.0 11.7 3.5 0.4

本人の病気など

わからない（不明）

その他

ひ
き
こ
も
り
等
に
至

っ
た
経
緯

全体

不登校（時期：小・中・高・
その他）

進学の失敗

就職の失敗

就職後の失業や退職

家族関係の不和

家族や身近な人の死去

財産の喪失

（上段：件数、下段：％）

全体 1 年未満
1 年以上～
3 年未満

3 年以上～
5 年未満

5 年以上～
10年未満

10年以上～
15年未満

15年以上
わからない

（不明）
無回答

2,082 35 164 190 318 239 472 635 29

100.0 1.7 7.9 9.1 15.3 11.5 22.7 30.5 1.4

64 0 7 3 13 8 16 16 1

100.0 0.0 10.9 4.7 20.3 12.5 25.0 25.0 1.6

68 2 4 13 10 7 11 19 2

100.0 2.9 5.9 19.1 14.7 10.3 16.2 27.9 2.9

235 8 24 15 31 33 48 73 3

100.0 3.4 10.2 6.4 13.2 14.0 20.4 31.1 1.3

39 1 1 4 7 2 13 11 0

100.0 2.6 2.6 10.3 17.9 5.1 33.3 28.2 0.0

195 5 20 19 27 23 31 70 0

100.0 2.6 10.3 9.7 13.8 11.8 15.9 35.9 0.0

350 8 27 32 40 43 73 121 6

100.0 2.3 7.7 9.1 11.4 12.3 20.9 34.6 1.7

449 3 30 46 79 61 106 119 5

100.0 0.7 6.7 10.2 17.6 13.6 23.6 26.5 1.1

256 3 14 24 35 20 66 88 6

100.0 1.2 5.5 9.4 13.7 7.8 25.8 34.4 2.3

426 5 37 34 76 42 108 118 6

100.0 1.2 8.7 8.0 17.8 9.9 25.4 27.7 1.4

静岡

浜松

エ
リ
ア
別

全体

賀茂

熱海

東部

御殿場

富士

中部

西部

（上段：件数、下段：％）

全体 1 年未満
1 年以上～
3 年未満

3 年以上～
5 年未満

5 年以上～
10年未満

10年以上～
15年未満

15年以上
わからない

（不明）
無回答

2,082 35 164 190 318 239 472 635 29

100.0 1.7 7.9 9.1 15.3 11.5 22.7 30.5 1.4
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【性別】

【年代別】

【家計状況・暮らし向き別】

（上段：件数、下段：％）

全体 1 年未満
1 年以上～
3 年未満

3 年以上～
5 年未満

5 年以上～
10年未満

10年以上～
15年未満

15年以上
わからない

（不明）
無回答

2,082 35 164 190 318 239 472 635 29

100.0 1.7 7.9 9.1 15.3 11.5 22.7 30.5 1.4

1,095 16 71 83 164 132 259 361 9

100.0 1.5 6.5 7.6 15.0 12.1 23.7 33.0 0.8

343 2 33 42 45 44 82 92 3

100.0 0.6 9.6 12.2 13.1 12.8 23.9 26.8 0.9

15 0 1 1 2 1 1 9 0

100.0 0.0 6.7 6.7 13.3 6.7 6.7 60.0 0.0

該
当
す
る
方
の

性
別

全体

男性

女性

わからない（不明）

（上段：件数、下段：％）

全体 1 年未満
1 年以上～

3 年未満

3 年以上～

5 年未満

5 年以上～

10年未満

10年以上～

15年未満
15年以上

わからない

（不明）
無回答

2,082 35 164 190 318 239 472 635 29

100.0 1.7 7.9 9.1 15.3 11.5 22.7 30.5 1.4

103 6 35 31 14 3 1 12 1

100.0 5.8 34.0 30.1 13.6 2.9 1.0 11.7 1.0

178 5 19 34 49 24 5 40 2

100.0 2.8 10.7 19.1 27.5 13.5 2.8 22.5 1.1

369 6 22 34 86 64 61 90 6

100.0 1.6 6.0 9.2 23.3 17.3 16.5 24.4 1.6

574 5 26 36 72 79 164 187 5

100.0 0.9 4.5 6.3 12.5 13.8 28.6 32.6 0.9

495 6 32 30 63 46 170 145 3

100.0 1.2 6.5 6.1 12.7 9.3 34.3 29.3 0.6

181 4 21 18 21 18 50 47 2

100.0 2.2 11.6 9.9 11.6 9.9 27.6 26.0 1.1

139 3 4 3 10 4 15 100 0

100.0 2.2 2.9 2.2 7.2 2.9 10.8 71.9 0.0

該
当
す
る

方
の
年
齢

全体

10代(15 歳～19歳)

20代

30代

40代

50代

60代(60 歳～64歳)

わからない（不明）

（上段：件数、下段：％）

全体 1 年未満
1 年以上～
3 年未満

3 年以上～
5 年未満

5 年以上～
10年未満

10年以上～
15年未満

15年以上
わからない

（不明）
無回答

2,082 35 164 190 318 239 472 635 29

100.0 1.7 7.9 9.1 15.3 11.5 22.7 30.5 1.4

171 1 13 14 30 19 52 41 1

100.0 0.6 7.6 8.2 17.5 11.1 30.4 24.0 0.6

125 2 12 12 25 17 29 28 0

100.0 1.6 9.6 9.6 20.0 13.6 23.2 22.4 0.0

775 11 57 78 124 99 191 205 10

100.0 1.4 7.4 10.1 16.0 12.8 24.6 26.5 1.3

248 4 24 27 43 31 72 45 2

100.0 1.6 9.7 10.9 17.3 12.5 29.0 18.1 0.8

288 11 27 29 48 35 66 72 0

100.0 3.8 9.4 10.1 16.7 12.2 22.9 25.0 0.0

440 6 29 28 45 34 60 235 3

100.0 1.4 6.6 6.4 10.2 7.7 13.6 53.4 0.7

該
当
す
る
方
の

家
計
状
況
・

暮
ら
し

向
き

全体

ゆとりがある

ややゆとりがある

ふつう

やや苦しい

苦しい

わからない（不明）
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【該当する方の状況別】

【ひきこもり等に至った経緯別】

（上段：件数、下段：％）

全体 1 年未満
1 年以上～
3 年未満

3 年以上～
5 年未満

5 年以上～
10年未満

10年以上～
15年未満

15年以上
わからない

（不明）
無回答

2,082 35 164 190 318 239 472 635 29

100.0 1.7 7.9 9.1 15.3 11.5 22.7 30.5 1.4

579 6 49 60 79 84 168 124 9

100.0 1.0 8.5 10.4 13.6 14.5 29.0 21.4 1.6

712 19 55 67 120 85 175 186 5

100.0 2.7 7.7 9.4 16.9 11.9 24.6 26.1 0.7

290 6 20 28 57 41 70 68 0

100.0 2.1 6.9 9.7 19.7 14.1 24.1 23.4 0.0

442 4 35 33 56 23 52 239 0

100.0 0.9 7.9 7.5 12.7 5.2 11.8 54.1 0.0

39 0 5 1 5 6 5 14 3

100.0 0.0 12.8 2.6 12.8 15.4 12.8 35.9 7.7

該
当
す
る
方
の

状
況

全体

自宅からほとんど外に
出ない

近所のコンビニ等には

外出する

自分の趣味等の際には
外出する

わからない（不明）

その他

（上段：件数、下段：％）

全体 1 年未満
1 年以上～
3 年未満

3 年以上～
5 年未満

5 年以上～
10年未満

10年以上～
15年未満

15年以上

846 20 113 127 187 138 261

100.0 2.4 13.4 15.0 22.1 16.3 30.9

231 3 32 39 32 38 87

100.0 1.3 13.9 16.9 13.9 16.5 37.7

47 0 3 8 10 5 21

100.0 0.0 6.4 17.0 21.3 10.6 44.7

130 2 16 15 28 28 41

100.0 1.5 12.3 11.5 21.5 21.5 31.5

277 5 36 39 73 45 79

100.0 1.8 13.0 14.1 26.4 16.2 28.5

77 2 11 8 16 21 19

100.0 2.6 14.3 10.4 20.8 27.3 24.7

93 7 18 19 29 8 12

100.0 7.5 19.4 20.4 31.2 8.6 12.9

11 1 0 3 2 3 2

100.0 9.1 0.0 27.3 18.2 27.3 18.2

211 9 25 33 46 33 65

100.0 4.3 11.8 15.6 21.8 15.6 30.8
本人の病気など

ひ
き
こ
も
り
等
に
至

っ
た
経
緯

全体

不登校( 時期: 小・中・高・
その他)

進学の失敗

就職の失敗

就職後の失業や退職

家族関係の不和

家族や身近な人の死去

財産の喪失
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７ ひきこもり等に至った経緯

※該当する経緯を○で囲んでください（複数選択可）。

８ 現在受けているひきこもりに関する支援等

※該当する支援等を○で囲んでください（複数選択可）。

居場所支援とは

ひきこもり状態にある方が自宅以外で安心していられる居場所を設置して、同じような状況の方の利用を

促し、社会参加の第一歩を踏み出す機会を提供する支援。

９ 本人や家族から何らかの相談をしたいとの希望がありますか？

＜本人の相談希望＞

＜家族の相談希望＞

（上段：件数、下段：％）

全体

不登校
（時期：

小・中・高・
その他）

進学の失敗 就職の失敗
就職後の

失業や退職
家族関係の

不和
家族や身近
な人の死去

財産の喪失
本人の病気

など
わからない

（不明）
その他 無回答

2,082 255 50 143 326 101 118 13 276 868 230 176

100.0 12.2 2.4 6.9 15.7 4.9 5.7 0.6 13.3 41.7 11.0 8.5
　

（上段：件数、下段：％）

全体
医療機関等
による医療

や支援

行政機関等
への相談、

支援

民間団体等
への相談、

支援
家庭訪問 居場所支援

学習・進学・
就労支援

家族支援
（家族教室

等）
生活保護

生活困窮者
自立支援

何も支援を受
けていない

わからない
（不明）

その他 無回答

2,082 170 195 37 92 13 28 14 91 19 584 826 108 205

100.0 8.2 9.4 1.8 4.4 0.6 1.3 0.7 4.4 0.9 28.0 39.7 5.2 9.8
　

（上段：件数、下段：％）

全体 ある ない 不明 無回答

2,082 49 1,231 486 316

100.0 2.4 59.1 23.3 15.2
　

（上段：件数、下段：％）

全体 ある ない 不明 無回答

2,082 257 1,070 321 434

100.0 12.3 51.4 15.4 20.8
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【年代別】

＜本人の相談希望＞

＜家族の相談希望＞

（上段：件数、下段：％）

全体 ある ない 不明 無回答

2,082 49 1,231 486 316

100.0 2.4 59.1 23.3 15.2

103 1 58 32 12

100.0 1.0 56.3 31.1 11.7

178 4 95 52 27

100.0 2.2 53.4 29.2 15.2

369 4 224 90 51

100.0 1.1 60.7 24.4 13.8

574 13 331 141 89

100.0 2.3 57.7 24.6 15.5

495 13 309 104 69

100.0 2.6 62.4 21.0 13.9

181 9 113 33 26

100.0 5.0 62.4 18.2 14.4

139 3 77 32 27

100.0 2.2 55.4 23.0 19.4

該
当
す
る

方
の
年
齢

全体

10代(15 歳～19歳)

20代

30代

40代

50代

60代(60 歳～64歳)

わからない（不明）

（上段：件数、下段：％）

全体 ある ない 不明 無回答

2,082 257 1,070 321 434

100.0 12.3 51.4 15.4 20.8

103 21 52 19 11

100.0 20.4 50.5 18.4 10.7

178 33 93 26 26

100.0 18.5 52.2 14.6 14.6

369 35 207 68 59

100.0 9.5 56.1 18.4 16.0

574 80 304 88 102

100.0 13.9 53.0 15.3 17.8

495 64 233 70 128

100.0 12.9 47.1 14.1 25.9

181 19 77 22 63

100.0 10.5 42.5 12.2 34.8

139 2 84 26 27

100.0 1.4 60.4 18.7 19.4

該
当
す
る

方
の
年
齢

全体

10代(15 歳～19歳)

20代

30代

40代

50代

60代(60 歳～64歳)

わからない（不明）
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【エリア別】

＜本人の相談希望＞

＜家族の相談希望＞

（上段：件数、下段：％）

全体 ある ない 不明 無回答

2,082 49 1,231 486 316

100.0 2.4 59.1 23.3 15.2

64 1 30 32 1

100.0 1.6 46.9 50.0 1.6

68 2 44 12 10

100.0 2.9 64.7 17.6 14.7

235 5 136 63 31

100.0 2.1 57.9 26.8 13.2

39 1 24 10 4

100.0 2.6 61.5 25.6 10.3

195 3 125 44 23

100.0 1.5 64.1 22.6 11.8

350 9 211 78 52

100.0 2.6 60.3 22.3 14.9

449 14 296 85 54

100.0 3.1 65.9 18.9 12.0

256 3 124 70 59

100.0 1.2 48.4 27.3 23.0

426 11 241 92 82

100.0 2.6 56.6 21.6 19.2

静岡

浜松

エ
リ
ア
別

全体

賀茂

熱海

東部

御殿場

富士

中部

西部

（上段：件数、下段：％）

全体 ある ない 不明 無回答

2,082 257 1,070 321 434

100.0 12.3 51.4 15.4 20.8

64 1 36 23 4

100.0 1.6 56.3 35.9 6.3

68 5 38 6 19

100.0 7.4 55.9 8.8 27.9

235 22 129 37 47

100.0 9.4 54.9 15.7 20.0

39 5 24 3 7

100.0 12.8 61.5 7.7 17.9

195 21 107 25 42

100.0 10.8 54.9 12.8 21.5

350 47 170 61 72

100.0 13.4 48.6 17.4 20.6

449 61 252 61 75

100.0 13.6 56.1 13.6 16.7

256 29 109 47 71

100.0 11.3 42.6 18.4 27.7

426 66 205 58 97

100.0 15.5 48.1 13.6 22.8

静岡

浜松

エ
リ
ア
別

全体

賀茂

熱海

東部

御殿場

富士

中部

西部
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10 民生委員・児童委員、主任児童委員の方からみた支援の必要性について

※該当する状況を一つだけ○で囲んでください。

【年代別】

【ひきこもり等に至った経緯別】

（上段：件数、下段：％）

全体

早急に何ら
かの支援が
必要な方と
感じている

現時点で支
援は必要な
いが、今後
支援が必要
となる可能性

がある方と
感じている

特に支援の
必要がない

行政機関等
へ連絡済

その他 無回答

2,082 216 976 263 204 98 325

100.0 10.4 46.9 12.6 9.8 4.7 15.6
　

（上段：件数、下段：％）

全体

早急に何ら
かの支援が
必要な方と
感じている

現時点で支
援は必要な
いが、今後
支援が必要
となる可能性
がある方と
感じている

特に支援の
必要がない

行政機関等
へ連絡済

その他 無回答

2,082 216 976 263 204 98 325

100.0 10.4 46.9 12.6 9.8 4.7 15.6

255 48 108 37 25 22 15

100.0 18.8 42.4 14.5 9.8 8.6 5.9

50 5 20 10 5 5 5

100.0 10.0 40.0 20.0 10.0 10.0 10.0

143 27 63 18 15 4 16

100.0 18.9 44.1 12.6 10.5 2.8 11.2

326 47 175 26 49 10 19

100.0 14.4 53.7 8.0 15.0 3.1 5.8

101 21 43 8 23 4 2

100.0 20.8 42.6 7.9 22.8 4.0 2.0

118 17 60 11 20 3 7

100.0 14.4 50.8 9.3 16.9 2.5 5.9

13 1 7 1 2 1 1

100.0 7.7 53.8 7.7 15.4 7.7 7.7

276 23 160 28 50 5 10

100.0 8.3 58.0 10.1 18.1 1.8 3.6

868 73 449 125 69 46 106

100.0 8.4 51.7 14.4 7.9 5.3 12.2

230 27 121 30 32 12 8

100.0 11.7 52.6 13.0 13.9 5.2 3.5

本人の病気など

わからない（不明）

その他

ひ
き
こ
も
り
等
に
至

っ
た
経
緯

全体

不登校（時期：小・中・高・
その他）

進学の失敗

就職の失敗

就職後の失業や退職

家族関係の不和

家族や身近な人の死去

財産の喪失

（上段：件数、下段：％）

全体

早急に何ら
かの支援が
必要な方と
感じている

現時点で支
援は必要な
いが、今後
支援が必要

となる可能性
がある方と
感じている

特に支援の
必要がない

行政機関等
へ連絡済

その他 無回答

2,082 216 976 263 204 98 325

100.0 10.4 46.9 12.6 9.8 4.7 15.6

103 23 36 13 11 10 10

100.0 22.3 35.0 12.6 10.7 9.7 9.7

178 25 71 28 12 12 30

100.0 14.0 39.9 15.7 6.7 6.7 16.9

369 33 186 51 25 16 58

100.0 8.9 50.4 13.8 6.8 4.3 15.7

574 67 263 76 47 31 90

100.0 11.7 45.8 13.2 8.2 5.4 15.7

495 41 250 53 73 12 66

100.0 8.3 50.5 10.7 14.7 2.4 13.3

181 12 87 23 27 9 23

100.0 6.6 48.1 12.7 14.9 5.0 12.7

139 10 67 15 9 5 33

100.0 7.2 48.2 10.8 6.5 3.6 23.7

該
当
す
る
方
の
年
齢

全体

10代(15 歳～19歳)

20代

30代

40代

50代

60代(60 歳～64歳)

わからない（不明）
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＜主任児童委員＞

（１） 状況調査票

質問１

担当地区に、ひきこもり状態でおおむね15歳以上65歳未満の方を把握していますか。
当てはまる方のいずれかに○印をつけ、把握している場合は、人数を記入してください。

【エリア別の主任児童委員の把握状況】

【エリア別の把握数】

※「把握している」と回答した主任児童委員は92人（19.4％）であり、主任児童委員が把握しているひきこもり状態の方の人数

は139人であった。このうち個票で状況が判明しているひきこもり状態の方の人数は134人であった。

（上段：件数、下段：％）

全体 把握している
把握

していない
無回答

474 92 379 3

100.0 19.4 80.0 0.6

12 4 8 0

100.0 33.3 66.7 0.0

17 3 14 0

100.0 17.6 82.4 0.0

67 11 56 0

100.0 16.4 83.6 0.0

10 2 8 0

100.0 20.0 80.0 0.0

43 11 31 1

100.0 25.6 72.1 2.3

73 14 59 0

100.0 19.2 80.8 0.0

61 11 50 0

100.0 18.0 82.0 0.0

97 11 85 1

100.0 11.3 87.6 1.0

94 25 68 1

100.0 26.6 72.3 1.1

静岡

浜松

エ
リ
ア
別

全体

賀茂

熱海

東部

御殿場

富士

中部

西部

（上段：件数、下段：％）

全体 賀茂 熱海 東部 御殿場 富士 中部 西部 静岡 浜松

139 7 5 18 5 18 19 16 16 35

100.0 5.0 3.6 12.9 3.6 12.9 13.7 11.5 11.5 25.2
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質問２

今までに担当地区にお住まいの質問１の状態(ひきこもり状態)の方に関する相談を受けたことがありますか。
当てはまる方のいずれかに○印をつけてください。

(※現在担当地区にひきこもり状態の方を把握していない方もお答えください。)
【相談を受けたことがあるかどうか・エリア別】

【相談内容】

質問３

ひきこもり状態の方に対する支援策として、必要と感じるもの全てに○印をつけてください。

※家庭以外の居場所の支援とは

ひきこもり状態にある方が自宅以外で安心していられる居場所を設置して、同じような状況の方の利用を

促し、社会参加の第一歩を踏み出す機会を提供する支援

（上段：件数、下段：％）

全体 ある ない 無回答

474 59 401 14

100.0 12.4 84.6 3.0

12 2 10 0

100.0 16.7 83.3 0.0

17 2 15 0

100.0 11.8 88.2 0.0

67 8 59 0

100.0 11.9 88.1 0.0

10 0 9 1

100.0 0.0 90.0 10.0

43 12 30 1

100.0 27.9 69.8 2.3

73 7 61 5

100.0 9.6 83.6 6.8

61 8 50 3

100.0 13.1 82.0 4.9

97 9 86 2

100.0 9.3 88.7 2.1

94 11 81 2

100.0 11.7 86.2 2.1

静岡

浜松

エ
リ
ア

別

全体

賀茂

熱海

東部

御殿場

富士

中部

西部

（上段：件数、下段：％）

全体

日常生活に
関すること

(生活リズム
が整わない、
ご飯を食べ
ない、入浴
しない等）

医療、病気
に関すること
(精神疾患で
はないか等)

経済的なこと
(働くことがで
きず生活が
苦しい等)

学校、仕事
のこと

(不登校、
就職の

失敗、就職
したが辞めて
戻ってきて
いる等）

将来のこと
(仕事をして
おらず今後
の生活が
心配等)

情報の
問合せ

(どこに相談
したらよいか

教えて
欲しい、等)

本人との関
わり方

（声の掛け方
や関わりの

程度等）

その他 無回答

59 21 13 9 39 20 9 18 8 1

100.0 35.6 22.0 15.3 66.1 33.9 15.3 30.5 13.6 1.7
　

（上段：件数、下段：％）

全体

精神科医師
等による
専門的な

医療支援・
カウンセリン
グ等の充実

行政機関等
における
総合的な

相談窓口の
充実

支援団体
(NPO団体等)

の充実

ひきこもりに
関する支援
窓口、相談

窓口の周知・
PR

家庭訪問
家庭以外の
居場所の

支援

進学や就労
に関する

支援

ひきこもり
状態の方を
抱える家庭
や家族への
支援(家族
教室等)

生活する上
で必要な

金銭的支援
(住居確保給
付金、一時
生活支援等)

その他 無回答

474 250 212 123 294 104 253 198 337 70 53 44

100.0 52.7 44.7 25.9 62.0 21.9 53.4 41.8 71.1 14.8 11.2 9.3
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（２） 個票

１ 該当する方の性別

【エリア別】

（上段：件数、下段：％）

全体 男性 女性
わからない

（不明）
無回答

134 70 32 0 32

100.0 52.2 23.9 0.0 23.9
　

（上段：件数、下段：％）

全体 男性 女性
わからない

（不明）
無回答

134 70 32 0 32

100.0 52.2 23.9 0.0 23.9

5 4 1 0 0

100.0 80.0 20.0 0.0 0.0

5 3 0 0 2

100.0 60.0 0.0 0.0 40.0

18 9 6 0 3

100.0 50.0 33.3 0.0 16.7

5 2 2 0 1

100.0 40.0 40.0 0.0 20.0

18 15 3 0 0

100.0 83.3 16.7 0.0 0.0

19 13 2 0 4

100.0 68.4 10.5 0.0 21.1

16 10 2 0 4

100.0 62.5 12.5 0.0 25.0

15 6 5 0 4

100.0 40.0 33.3 0.0 26.7

33 8 11 0 14

100.0 24.2 33.3 0.0 42.4

静岡

浜松

エ
リ
ア
別

全体

賀茂

熱海

東部

御殿場

富士

中部

西部
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２ 該当する方の年齢

※該当する年齢階層を○で囲んでください。

【エリア別】

【男性年代別】

【女性年代別】

（上段：件数、下段：％）

全体
10代(15 歳

～19歳)
20代 30代 40代 50代

60代(60 歳
～64歳)

わからない
（不明）

無回答

134 29 29 26 22 9 10 6 3

100.0 21.6 21.6 19.4 16.4 6.7 7.5 4.5 2.2
　

（上段：件数、下段：％）

全体
10代(15 歳

～19歳)
20代 30代 40代 50代

60代(60 歳
～64歳)

わからない
（不明）

無回答

134 29 29 26 22 9 10 6 3

100.0 21.6 21.6 19.4 16.4 6.7 7.5 4.5 2.2

5 0 3 2 0 0 0 0 0

100.0 0.0 60.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5 0 0 1 1 1 1 0 1

100.0 0.0 0.0 20.0 20.0 20.0 20.0 0.0 20.0

18 5 5 2 3 0 1 0 2

100.0 27.8 27.8 11.1 16.7 0.0 5.6 0.0 11.1

5 0 1 0 4 0 0 0 0

100.0 0.0 20.0 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0

18 5 5 1 2 1 1 3 0

100.0 27.8 27.8 5.6 11.1 5.6 5.6 16.7 0.0

19 3 1 4 4 4 2 1 0

100.0 15.8 5.3 21.1 21.1 21.1 10.5 5.3 0.0

16 3 4 3 5 1 0 0 0

100.0 18.8 25.0 18.8 31.3 6.3 0.0 0.0 0.0

15 4 3 3 1 1 3 0 0

100.0 26.7 20.0 20.0 6.7 6.7 20.0 0.0 0.0

33 9 7 10 2 1 2 2 0

100.0 27.3 21.2 30.3 6.1 3.0 6.1 6.1 0.0

静岡

浜松

エ
リ
ア
別

全体

賀茂

熱海

東部

御殿場

富士

中部

西部

（上段：件数、下段：％）

全体
男性･10 代

（15歳～
19歳）

男性・20代 男性・30代 男性・40代 男性・50代
男性・60代
（60歳～
64歳）

65 14 14 14 13 5 5

100.0 21.5 21.5 21.5 20.0 7.7 7.7
　

（上段：件数、下段：％）

全体
女性･10 代

（15歳～
19歳）

女性・20代 女性・30代 女性・40代 女性・50代
女性・60代

（60～
64歳）

30 11 7 4 4 1 3

100.0 36.7 23.3 13.3 13.3 3.3 10.0
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３ 該当する方の家族構成

※同居する家族の方全員を○で囲んでください(複数選択可)。

※お分かりになる範囲で結構です。

【家族構成項目割合×エリア】

【家族構成×年代】

（上段：件数、下段：％）

全体 父親 母親 祖父 祖母 兄 弟 姉 妹 配偶者 子 その他
同居家族

なし
わからない

（不明）
無回答

310 81 97 12 27 18 14 9 17 8 12 6 4 5 2

100.0 26.1 31.3 3.9 8.7 5.8 4.5 2.9 5.5 2.6 3.9 1.9 1.3 1.6 0.6
　

（上段：件数、下段：％）

全体 父親 母親 祖父 祖母 兄 弟 姉 妹 配偶者 子 その他
同居家族

なし
わからない

（不明）
無回答

310 81 97 12 27 18 14 9 17 8 12 6 4 5 2

100.0 26.1 31.3 3.9 8.7 5.8 4.5 2.9 5.5 2.6 3.9 1.9 1.3 1.6 0.6

17 4 5 2 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0

100.0 23.5 29.4 11.8 11.8 0.0 5.9 5.9 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

100.0 16.7 50.0 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 16.7

43 14 11 1 3 4 0 1 1 3 3 1 1 0 0

100.0 32.6 25.6 2.3 7.0 9.3 0.0 2.3 2.3 7.0 7.0 2.3 2.3 0.0 0.0

10 5 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 50.0 20.0 0.0 0.0 20.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

45 9 12 1 5 1 3 1 3 3 4 2 0 1 0

100.0 20.0 26.7 2.2 11.1 2.2 6.7 2.2 6.7 6.7 8.9 4.4 0.0 2.2 0.0

39 8 16 0 0 4 3 1 3 1 2 1 0 0 0

100.0 20.5 41.0 0.0 0.0 10.3 7.7 2.6 7.7 2.6 5.1 2.6 0.0 0.0 0.0

39 10 13 4 5 1 0 1 2 0 0 1 0 2 0

100.0 25.6 33.3 10.3 12.8 2.6 0.0 2.6 5.1 0.0 0.0 2.6 0.0 5.1 0.0

33 8 11 1 4 1 2 2 2 0 0 0 2 0 0

100.0 24.2 33.3 3.0 12.1 3.0 6.1 6.1 6.1 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 0.0

78 22 24 3 7 5 4 2 4 1 3 1 0 2 1

100.0 28.2 30.8 3.8 9.0 6.4 5.1 2.6 5.1 1.3 3.8 1.3 0.0 2.6 1.3

静岡

浜松

エ
リ
ア
別

全体

賀茂

熱海

東部

御殿場

富士

中部

西部

（上段：件数、下段：％）

全体 父 母 両親
同居家族

なし
その他 わからない 無回答

134 15 31 66 4 11 5 2

100.0 11.2 23.1 49.3 3.0 8.2 3.7 1.5

29 4 7 16 0 1 1 0

100.0 13.8 24.1 55.2 0.0 3.4 3.4 0.0

29 2 6 20 0 1 0 0

100.0 6.9 20.7 69.0 0.0 3.4 0.0 0.0

26 1 5 20 0 0 0 0

100.0 3.8 19.2 76.9 0.0 0.0 0.0 0.0

22 4 4 8 0 3 2 1

100.0 18.2 18.2 36.4 0.0 13.6 9.1 4.5

9 2 5 1 0 1 0 0

100.0 22.2 55.6 11.1 0.0 11.1 0.0 0.0

10 1 2 0 3 4 0 0

100.0 10.0 20.0 0.0 30.0 40.0 0.0 0.0

6 1 2 0 0 1 2 0

100.0 16.7 33.3 0.0 0.0 16.7 33.3 0.0

該
当
す
る

方
の
年
齢

全体

10代(15 歳～19歳)

20代

30代

40代

50代

60代(60 歳～64歳)

わからない（不明）
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【同居人数×男性年代別】

【同居人数×女性年代別】

（上段：件数、下段：％）

全体 １人 ２人 ３人 ４人以上 無回答

134 4 20 47 57 6

100.0 3.0 14.9 35.1 42.5 4.5

65 2 9 24 30 0

100.0 3.1 13.8 36.9 46.2 0.0

14 0 0 6 8 0

100.0 0.0 0.0 42.9 57.1 0.0

14 0 2 4 8 0

100.0 0.0 14.3 28.6 57.1 0.0

14 0 1 4 9 0

100.0 0.0 7.1 28.6 64.3 0.0

13 0 2 8 3 0

100.0 0.0 15.4 61.5 23.1 0.0

5 0 3 1 1 0

100.0 0.0 60.0 20.0 20.0 0.0

5 2 1 1 1 0

100.0 40.0 20.0 20.0 20.0 0.0

男
性
年
代
別

全体

男性全体

男性･10 代（15歳～19歳）

男性・20代

男性・30代

男性・40代

男性・50代

男性・60代（60歳～64歳）

（上段：件数、下段：％）

全体 １人 ２人 ３人 ４人以上 無回答

134 4 20 47 57 6

100.0 3.0 14.9 35.1 42.5 4.5

30 1 3 10 15 1

100.0 3.3 10.0 33.3 50.0 3.3

11 0 1 2 7 1

100.0 0.0 9.1 18.2 63.6 9.1

7 0 0 2 5 0

100.0 0.0 0.0 28.6 71.4 0.0

4 0 1 2 1 0

100.0 0.0 25.0 50.0 25.0 0.0

4 0 0 3 1 0

100.0 0.0 0.0 75.0 25.0 0.0

1 0 0 0 1 0

100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

3 1 1 1 0 0

100.0 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0

女
性
年
代
別

全体

女性全体

女性･10 代（15歳～19歳）

女性・20代

女性・30代

女性・40代

女性・50代

女性・60代（60歳～64歳）
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４ 該当する方の家計状況・暮らし向き

【年代別】

（上段：件数、下段：％）

全体 ゆとりがある
ややゆとりが

ある
ふつう やや苦しい 苦しい

わからない
（不明）

無回答

134 14 14 50 23 7 24 2

100.0 10.4 10.4 37.3 17.2 5.2 17.9 1.5
　

（上段：件数、下段：％）

全体 ゆとりがある
ややゆとりが

ある
ふつう やや苦しい 苦しい

わからない

（不明）
無回答

134 14 14 50 23 7 24 2

100.0 10.4 10.4 37.3 17.2 5.2 17.9 1.5

29 3 2 10 4 2 8 0

100.0 10.3 6.9 34.5 13.8 6.9 27.6 0.0

29 3 4 16 2 2 2 0

100.0 10.3 13.8 55.2 6.9 6.9 6.9 0.0

26 5 4 10 2 0 4 1

100.0 19.2 15.4 38.5 7.7 0.0 15.4 3.8

22 2 1 7 8 1 3 0

100.0 9.1 4.5 31.8 36.4 4.5 13.6 0.0

9 1 1 0 3 1 3 0

100.0 11.1 11.1 0.0 33.3 11.1 33.3 0.0

10 0 1 5 3 1 0 0

100.0 0.0 10.0 50.0 30.0 10.0 0.0 0.0

6 0 1 1 1 0 3 0

100.0 0.0 16.7 16.7 16.7 0.0 50.0 0.0

該
当
す
る

方
の
年
齢

全体

10代(15 歳～19歳)

20代

30代

40代

50代

60代(60 歳～64歳)

わからない（不明）
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【エリア別】

【同居人数別】

（上段：件数、下段：％）

全体 ゆとりがある
ややゆとりが

ある
ふつう やや苦しい 苦しい

わからない
（不明）

無回答

134 14 14 50 23 7 24 2

100.0 10.4 10.4 37.3 17.2 5.2 17.9 1.5

5 3 0 2 0 0 0 0

100.0 60.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5 0 0 2 2 0 0 1

100.0 0.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 20.0

18 2 1 7 2 2 4 0

100.0 11.1 5.6 38.9 11.1 11.1 22.2 0.0

5 0 0 2 3 0 0 0

100.0 0.0 0.0 40.0 60.0 0.0 0.0 0.0

18 2 2 7 2 2 3 0

100.0 11.1 11.1 38.9 11.1 11.1 16.7 0.0

19 2 1 7 4 0 5 0

100.0 10.5 5.3 36.8 21.1 0.0 26.3 0.0

16 0 6 5 2 0 3 0

100.0 0.0 37.5 31.3 12.5 0.0 18.8 0.0

15 2 1 7 2 1 2 0

100.0 13.3 6.7 46.7 13.3 6.7 13.3 0.0

33 3 3 11 6 2 7 1

100.0 9.1 9.1 33.3 18.2 6.1 21.2 3.0

静岡

浜松

エ
リ
ア
別

全体

賀茂

熱海

東部

御殿場

富士

中部

西部

（上段：件数、下段：％）

全体 ゆとりがある
ややゆとりが

ある
ふつう やや苦しい 苦しい

わからない
（不明）

無回答

134 14 14 50 23 7 24 2

100.0 10.4 10.4 37.3 17.2 5.2 17.9 1.5

4 0 0 2 1 0 1 0

100.0 0.0 0.0 50.0 25.0 0.0 25.0 0.0

20 1 2 3 7 2 5 0

100.0 5.0 10.0 15.0 35.0 10.0 25.0 0.0

47 3 6 19 8 3 8 0

100.0 6.4 12.8 40.4 17.0 6.4 17.0 0.0

57 10 6 25 7 2 6 1

100.0 17.5 10.5 43.9 12.3 3.5 10.5 1.8

同
居
人
数

全体

１人

２人

３人

４人以上
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５ 該当する方の状況

※該当する状況を一つだけ○で囲んでください。

「近所のコンビニ等には外出する」のコンビニ等には外食を含む

「自分の趣味等の際には外出する」の趣味等にはコンサートやイベント等を含む

【男性年代別】

【女性年代別】

（上段：件数、下段：％）

全体
自宅から

ほとんど外に
出ない

近所の
コンビニ等に
は外出する

自分の趣味
等の際には
外出する

わからない
（不明）

その他 無回答

134 44 36 24 27 1 2

100.0 32.8 26.9 17.9 20.1 0.7 1.5
　

（上段：件数、下段：％）

全体
自宅から

ほとんど外に
出ない

近所の
コンビニ等に
は外出する

自分の趣味
等の際には
外出する

わからない
（不明）

その他 無回答

134 44 36 24 27 1 2

100.0 32.8 26.9 17.9 20.1 0.7 1.5

65 18 18 15 12 1 1

100.0 27.7 27.7 23.1 18.5 1.5 1.5

14 3 2 4 5 0 0

100.0 21.4 14.3 28.6 35.7 0.0 0.0

14 5 4 2 2 1 0

100.0 35.7 28.6 14.3 14.3 7.1 0.0

14 2 4 3 4 0 1

100.0 14.3 28.6 21.4 28.6 0.0 7.1

13 2 5 6 0 0 0

100.0 15.4 38.5 46.2 0.0 0.0 0.0

5 3 1 0 1 0 0

100.0 60.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0

5 3 2 0 0 0 0

100.0 60.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0

男
性
年
代
別

全体

男性全体

男性･10 代（15歳～19歳）

男性・20代

男性・30代

男性・40代

男性・50代

男性・60代（60歳～64歳）

（上段：件数、下段：％）

全体
自宅から

ほとんど外に
出ない

近所の
コンビニ等に
は外出する

自分の趣味
等の際には
外出する

わからない

（不明）
その他 無回答

134 44 36 24 27 1 2

100.0 32.8 26.9 17.9 20.1 0.7 1.5

30 12 7 5 6 0 0

100.0 40.0 23.3 16.7 20.0 0.0 0.0

11 3 2 4 2 0 0

100.0 27.3 18.2 36.4 18.2 0.0 0.0

7 3 2 0 2 0 0

100.0 42.9 28.6 0.0 28.6 0.0 0.0

4 0 2 0 2 0 0

100.0 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0

4 2 1 1 0 0 0

100.0 50.0 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0

1 1 0 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3 3 0 0 0 0 0

100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

女
性
年
代
別

全体

女性全体

女性･10 代（15歳～19歳）

女性・20代

女性・30代

女性・40代

女性・50代

女性・60代（60歳～64歳）
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【ひきこもり等に至った経緯別】

６ ひきこもりの状態にある期間

※該当する期間を一つだけ○で囲んでください。推測でかまいませんので、ひきこもりの状態にあるおおよ

その期間をご回答ください。

【エリア別】
（上段：件数、下段：％）

全体 1 年未満
1 年以上～
3 年未満

3 年以上～
5 年未満

5 年以上～
10年未満

10年以上～
15年未満

15年以上
わからない

（不明）
無回答

134 3 28 13 26 17 19 25 3

100.0 2.2 20.9 9.7 19.4 12.7 14.2 18.7 2.2

5 0 1 0 3 1 0 0 0

100.0 0.0 20.0 0.0 60.0 20.0 0.0 0.0 0.0

5 0 1 0 0 2 1 0 1

100.0 0.0 20.0 0.0 0.0 40.0 20.0 0.0 20.0

18 0 5 5 3 2 1 2 0

100.0 0.0 27.8 27.8 16.7 11.1 5.6 11.1 0.0

5 0 0 2 2 1 0 0 0

100.0 0.0 0.0 40.0 40.0 20.0 0.0 0.0 0.0

18 0 5 2 1 2 2 6 0

100.0 0.0 27.8 11.1 5.6 11.1 11.1 33.3 0.0

19 1 1 1 1 2 6 6 1

100.0 5.3 5.3 5.3 5.3 10.5 31.6 31.6 5.3

16 0 3 0 6 1 4 2 0

100.0 0.0 18.8 0.0 37.5 6.3 25.0 12.5 0.0

15 1 3 0 4 0 3 3 1

100.0 6.7 20.0 0.0 26.7 0.0 20.0 20.0 6.7

33 1 9 3 6 6 2 6 0

100.0 3.0 27.3 9.1 18.2 18.2 6.1 18.2 0.0

静岡

浜松

エ
リ
ア
別

全体

賀茂

熱海

東部

御殿場

富士

中部

西部

（上段：件数、下段：％）

全体
自宅から

ほとんど外に
出ない

近所の
コンビニ等に
は外出する

自分の趣味
等の際には
外出する

わからない
（不明）

その他 無回答

134 44 36 24 27 1 2

100.0 32.8 26.9 17.9 20.1 0.7 1.5

54 16 13 9 15 0 1

100.0 29.6 24.1 16.7 27.8 0.0 1.9

8 3 4 1 0 0 0

100.0 37.5 50.0 12.5 0.0 0.0 0.0

10 2 3 3 1 0 1

100.0 20.0 30.0 30.0 10.0 0.0 10.0

20 6 5 8 1 0 0

100.0 30.0 25.0 40.0 5.0 0.0 0.0

12 5 3 3 1 0 0

100.0 41.7 25.0 25.0 8.3 0.0 0.0

4 1 2 1 0 0 0

100.0 25.0 50.0 25.0 0.0 0.0 0.0

0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

16 9 4 2 1 0 0

100.0 56.3 25.0 12.5 6.3 0.0 0.0

32 10 8 4 10 0 0

100.0 31.3 25.0 12.5 31.3 0.0 0.0

18 7 6 5 0 0 0

100.0 38.9 33.3 27.8 0.0 0.0 0.0

本人の病気など

わからない（不明）

その他

ひ
き
こ
も
り
等
に
至

っ
た
経
緯

全体

不登校（時期：小・中・高・
その他）

進学の失敗

就職の失敗

就職後の失業や退職

家族関係の不和

家族や身近な人の死去

財産の喪失

（上段：件数、下段：％）

全体 1 年未満
1 年以上～
3 年未満

3 年以上～
5 年未満

5 年以上～
10年未満

10年以上～
15年未満

15年以上
わからない

（不明）
無回答

134 3 28 13 26 17 19 25 3

100.0 2.2 20.9 9.7 19.4 12.7 14.2 18.7 2.2
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【性別】

【年代別】

【家計状況・暮らし向き別】

（上段：件数、下段：％）

全体 1 年未満
1 年以上～
3 年未満

3 年以上～
5 年未満

5 年以上～
10年未満

10年以上～
15年未満

15年以上
わからない

（不明）
無回答

134 3 28 13 26 17 19 25 3

100.0 2.2 20.9 9.7 19.4 12.7 14.2 18.7 2.2

70 0 12 8 13 8 9 18 2

100.0 0.0 17.1 11.4 18.6 11.4 12.9 25.7 2.9

32 2 8 3 9 2 4 4 0

100.0 6.3 25.0 9.4 28.1 6.3 12.5 12.5 0.0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

該
当
す
る
方
の

性
別

全体

男性

女性

わからない（不明）

（上段：件数、下段：％）

全体 1 年未満
1 年以上～

3 年未満

3 年以上～

5 年未満

5 年以上～

10年未満

10年以上～

15年未満
15年以上

わからない

（不明）
無回答

134 3 28 13 26 17 19 25 3

100.0 2.2 20.9 9.7 19.4 12.7 14.2 18.7 2.2

29 3 15 4 3 0 0 4 0

100.0 10.3 51.7 13.8 10.3 0.0 0.0 13.8 0.0

29 0 8 4 11 3 1 1 1

100.0 0.0 27.6 13.8 37.9 10.3 3.4 3.4 3.4

26 0 2 2 4 10 1 6 1

100.0 0.0 7.7 7.7 15.4 38.5 3.8 23.1 3.8

22 0 2 2 3 1 9 5 0

100.0 0.0 9.1 9.1 13.6 4.5 40.9 22.7 0.0

9 0 0 0 2 0 4 3 0

100.0 0.0 0.0 0.0 22.2 0.0 44.4 33.3 0.0

10 0 1 1 2 1 4 1 0

100.0 0.0 10.0 10.0 20.0 10.0 40.0 10.0 0.0

6 0 0 0 0 1 0 5 0

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.0 83.3 0.0

該
当
す
る

方
の
年
齢

全体

10代(15 歳～19歳)

20代

30代

40代

50代

60代(60 歳～64歳)

わからない（不明）

（上段：件数、下段：％）

全体 1 年未満
1 年以上～
3 年未満

3 年以上～
5 年未満

5 年以上～
10年未満

10年以上～
15年未満

15年以上
わからない

（不明）
無回答

134 3 28 13 26 17 19 25 3

100.0 2.2 20.9 9.7 19.4 12.7 14.2 18.7 2.2

14 0 5 0 3 1 4 1 0

100.0 0.0 35.7 0.0 21.4 7.1 28.6 7.1 0.0

14 1 1 2 7 1 0 2 0

100.0 7.1 7.1 14.3 50.0 7.1 0.0 14.3 0.0

50 0 10 5 11 9 8 5 2

100.0 0.0 20.0 10.0 22.0 18.0 16.0 10.0 4.0

23 1 5 4 2 2 4 5 0

100.0 4.3 21.7 17.4 8.7 8.7 17.4 21.7 0.0

7 0 0 2 2 1 1 1 0

100.0 0.0 0.0 28.6 28.6 14.3 14.3 14.3 0.0

24 1 7 0 1 3 2 10 0

100.0 4.2 29.2 0.0 4.2 12.5 8.3 41.7 0.0

該
当
す
る
方
の

家
計
状
況
・

暮
ら
し

向
き

全体

ゆとりがある

ややゆとりがある

ふつう

やや苦しい

苦しい

わからない（不明）
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【該当する方の状況別】

【ひきこもり等に至った経緯別】

（上段：件数、下段：％）

全体 1 年未満
1 年以上～
3 年未満

3 年以上～
5 年未満

5 年以上～
10年未満

10年以上～
15年未満

15年以上
わからない

（不明）
無回答

134 3 28 13 26 17 19 25 3

100.0 2.2 20.9 9.7 19.4 12.7 14.2 18.7 2.2

44 2 8 4 10 8 6 6 0

100.0 4.5 18.2 9.1 22.7 18.2 13.6 13.6 0.0

36 0 6 3 3 8 8 7 1

100.0 0.0 16.7 8.3 8.3 22.2 22.2 19.4 2.8

24 1 6 4 5 0 2 4 2

100.0 4.2 25.0 16.7 20.8 0.0 8.3 16.7 8.3

27 0 8 1 7 1 2 8 0

100.0 0.0 29.6 3.7 25.9 3.7 7.4 29.6 0.0

1 0 0 1 0 0 0 0 0

100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

該
当
す
る
方
の

状
況

全体

自宅からほとんど外に
出ない

近所のコンビニ等には

外出する

自分の趣味等の際には
外出する

わからない（不明）

その他

（上段：件数、下段：％）

全体 1 年未満
1 年以上～
3 年未満

3 年以上～
5 年未満

5 年以上～
10年未満

10年以上～
15年未満

15年以上

84 3 24 12 22 12 11

100.0 3.6 28.6 14.3 26.2 14.3 13.1

47 3 16 6 11 8 3

100.0 6.4 34.0 12.8 23.4 17.0 6.4

8 0 3 1 2 1 1

100.0 0.0 37.5 12.5 25.0 12.5 12.5

8 0 1 0 4 1 2

100.0 0.0 12.5 0.0 50.0 12.5 25.0

18 0 4 5 6 1 2

100.0 0.0 22.2 27.8 33.3 5.6 11.1

12 1 2 2 2 4 1

100.0 8.3 16.7 16.7 16.7 33.3 8.3

4 0 1 1 0 1 1

100.0 0.0 25.0 25.0 0.0 25.0 25.0

0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

15 0 4 0 3 4 4

100.0 0.0 26.7 0.0 20.0 26.7 26.7
本人の病気など

ひ
き
こ
も
り
等
に
至

っ
た
経
緯

全体

不登校( 時期: 小・中・高・
その他)

進学の失敗

就職の失敗

就職後の失業や退職

家族関係の不和

家族や身近な人の死去

財産の喪失
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７ ひきこもり等に至った経緯

※該当する経緯を○で囲んでください（複数選択可）。

８ 現在受けているひきこもりに関する支援等

※該当する支援等を○で囲んでください（複数選択可）。

居場所支援とは

ひきこもり状態にある方が自宅以外で安心していられる居場所を設置して、同じような状況の方の利用を

促し、社会参加の第一歩を踏み出す機会を提供する支援。

９ 本人や家族から何らかの相談をしたいとの希望がありますか？

＜本人の相談希望＞

＜家族の相談希望＞

（上段：件数、下段：％）

全体

不登校
（時期：

小・中・高・
その他）

進学の失敗 就職の失敗
就職後の

失業や退職
家族関係の

不和
家族や身近
な人の死去

財産の喪失
本人の病気

など
わからない

（不明）
その他 無回答

134 54 8 10 20 12 4 0 16 32 18 9

100.0 40.3 6.0 7.5 14.9 9.0 3.0 0.0 11.9 23.9 13.4 6.7
　

（上段：件数、下段：％）

全体
医療機関等
による医療

や支援

行政機関等
への相談、

支援

民間団体等
への相談、

支援
家庭訪問 居場所支援

学習・進学・
就労支援

家族支援
（家族教室

等）
生活保護

生活困窮者
自立支援

何も支援を受
けていない

わからない
（不明）

その他 無回答

134 8 12 1 7 3 5 6 1 2 24 69 6 10

100.0 6.0 9.0 0.7 5.2 2.2 3.7 4.5 0.7 1.5 17.9 51.5 4.5 7.5
　

（上段：件数、下段：％）

全体 ある ない 不明 無回答

134 0 65 46 23

100.0 0.0 48.5 34.3 17.2
　

（上段：件数、下段：％）

全体 ある ない 不明 無回答

134 20 53 39 22

100.0 14.9 39.6 29.1 16.4
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【年代別】

＜本人の相談希望＞

＜家族の相談希望＞

（上段：件数、下段：％）

全体 ある ない 不明 無回答

134 0 65 46 23

100.0 0.0 48.5 34.3 17.2

29 0 12 12 5

100.0 0.0 41.4 41.4 17.2

29 0 14 8 7

100.0 0.0 48.3 27.6 24.1

26 0 14 7 5

100.0 0.0 53.8 26.9 19.2

22 0 10 10 2

100.0 0.0 45.5 45.5 9.1

9 0 4 4 1

100.0 0.0 44.4 44.4 11.1

10 0 8 1 1

100.0 0.0 80.0 10.0 10.0

6 0 2 3 1

100.0 0.0 33.3 50.0 16.7

該
当
す
る

方
の
年
齢

全体

10代(15 歳～19歳)

20代

30代

40代

50代

60代(60 歳～64歳)

わからない（不明）

（上段：件数、下段：％）

全体 ある ない 不明 無回答

134 20 53 39 22

100.0 14.9 39.6 29.1 16.4

29 8 10 8 3

100.0 27.6 34.5 27.6 10.3

29 7 9 7 6

100.0 24.1 31.0 24.1 20.7

26 2 12 6 6

100.0 7.7 46.2 23.1 23.1

22 0 10 10 2

100.0 0.0 45.5 45.5 9.1

9 0 3 5 1

100.0 0.0 33.3 55.6 11.1

10 2 6 0 2

100.0 20.0 60.0 0.0 20.0

6 1 2 2 1

100.0 16.7 33.3 33.3 16.7

該
当
す
る

方
の
年
齢

全体

10代(15 歳～19歳)

20代

30代

40代

50代

60代(60 歳～64歳)

わからない（不明）



94

【エリア別】

＜本人の相談希望＞

＜家族の相談希望＞

（上段：件数、下段：％）

全体 ある ない 不明 無回答

134 0 65 46 23

100.0 0.0 48.5 34.3 17.2

5 0 3 1 1

100.0 0.0 60.0 20.0 20.0

5 0 3 1 1

100.0 0.0 60.0 20.0 20.0

18 0 12 5 1

100.0 0.0 66.7 27.8 5.6

5 0 0 4 1

100.0 0.0 0.0 80.0 20.0

18 0 7 6 5

100.0 0.0 38.9 33.3 27.8

19 0 12 6 1

100.0 0.0 63.2 31.6 5.3

16 0 4 5 7

100.0 0.0 25.0 31.3 43.8

15 0 8 5 2

100.0 0.0 53.3 33.3 13.3

33 0 16 13 4

100.0 0.0 48.5 39.4 12.1

静岡

浜松

エ
リ
ア
別

全体

賀茂

熱海

東部

御殿場

富士

中部

西部

（上段：件数、下段：％）

全体 ある ない 不明 無回答

134 20 53 39 22

100.0 14.9 39.6 29.1 16.4

5 1 3 1 0

100.0 20.0 60.0 20.0 0.0

5 0 2 2 1

100.0 0.0 40.0 40.0 20.0

18 3 9 5 1

100.0 16.7 50.0 27.8 5.6

5 0 0 4 1

100.0 0.0 0.0 80.0 20.0

18 3 8 4 3

100.0 16.7 44.4 22.2 16.7

19 3 12 4 0

100.0 15.8 63.2 21.1 0.0

16 1 3 6 6

100.0 6.3 18.8 37.5 37.5

15 3 4 4 4

100.0 20.0 26.7 26.7 26.7

33 6 12 9 6

100.0 18.2 36.4 27.3 18.2

静岡

浜松

エ
リ
ア
別

全体

賀茂

熱海

東部

御殿場

富士

中部

西部
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10 民生委員・児童委員、主任児童委員の方からみた支援の必要性について

※該当する状況を一つだけ○で囲んでください。

【年代別】

【ひきこもり等に至った経緯別】

（上段：件数、下段：％）

全体

早急に何ら
かの支援が
必要な方と
感じている

現時点で支
援は必要な
いが、今後
支援が必要
となる可能性

がある方と
感じている

特に支援の
必要がない

行政機関等
へ連絡済

その他 無回答

134 17 72 17 8 3 17

100.0 12.7 53.7 12.7 6.0 2.2 12.7
　

（上段：件数、下段：％）

全体

早急に何ら
かの支援が
必要な方と
感じている

現時点で支
援は必要な
いが、今後
支援が必要

となる可能性
がある方と
感じている

特に支援の
必要がない

行政機関等
へ連絡済

その他 無回答

134 17 72 17 8 3 17

100.0 12.7 53.7 12.7 6.0 2.2 12.7

54 9 29 8 5 1 2

100.0 16.7 53.7 14.8 9.3 1.9 3.7

8 5 3 0 0 0 0

100.0 62.5 37.5 0.0 0.0 0.0 0.0

10 3 6 1 0 0 0

100.0 30.0 60.0 10.0 0.0 0.0 0.0

20 3 12 3 1 0 1

100.0 15.0 60.0 15.0 5.0 0.0 5.0

12 2 6 2 2 0 0

100.0 16.7 50.0 16.7 16.7 0.0 0.0

4 0 3 1 0 0 0

100.0 0.0 75.0 25.0 0.0 0.0 0.0

0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

16 1 9 3 2 0 1

100.0 6.3 56.3 18.8 12.5 0.0 6.3

32 2 20 3 1 2 4

100.0 6.3 62.5 9.4 3.1 6.3 12.5

18 2 8 5 3 0 0

100.0 11.1 44.4 27.8 16.7 0.0 0.0

本人の病気など

わからない（不明）

その他

ひ
き
こ
も
り
等
に
至

っ
た
経
緯

全体

不登校（時期：小・中・高・
その他）

進学の失敗

就職の失敗

就職後の失業や退職

家族関係の不和

家族や身近な人の死去

財産の喪失

（上段：件数、下段：％）

全体

早急に何ら
かの支援が
必要な方と
感じている

現時点で支
援は必要な
いが、今後
支援が必要
となる可能性
がある方と
感じている

特に支援の
必要がない

行政機関等
へ連絡済

その他 無回答

134 17 72 17 8 3 17

100.0 12.7 53.7 12.7 6.0 2.2 12.7

29 5 9 6 4 1 4

100.0 17.2 31.0 20.7 13.8 3.4 13.8

29 6 15 4 1 0 3

100.0 20.7 51.7 13.8 3.4 0.0 10.3

26 0 18 0 3 1 4

100.0 0.0 69.2 0.0 11.5 3.8 15.4

22 4 14 1 0 0 3

100.0 18.2 63.6 4.5 0.0 0.0 13.6

9 1 6 1 0 0 1

100.0 11.1 66.7 11.1 0.0 0.0 11.1

10 1 4 5 0 0 0

100.0 10.0 40.0 50.0 0.0 0.0 0.0

6 0 4 0 0 1 1

100.0 0.0 66.7 0.0 0.0 16.7 16.7

該
当
す
る
方
の
年
齢

全体

10代(15 歳～19歳)

20代

30代

40代

50代

60代(60 歳～64歳)

わからない（不明）
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状況調査票

ひきこもり等に関する状況調査票

<記入日> <記入者>

令和元年 月 日 市区町名: 担当地区:

氏名: 民生・児童委員 主任児童委員

・ 担当地区状況等についてご記入ください。

・ 民生・児童委員、主任児童委員については、いずれかに○印をご記入ください。

※ 調査のためにお宅を訪問して様子を確認する等の必要はありません。

質問１
担当地区に、ひきこもり状態でおおむね１５歳以上６５歳未満の方を把握していますか。
当てはまる方のいずれかに○印をつけ、把握している場合は、人数を記入してください。
( )把握している （ ）人

⇒ 別紙「ひきこもり等に関する状況調査個票」に個人ごとの概要を記載願います。
(一人につき1列) 質問2以降も記載願います。

( )把握していない ⇒ 質問2へ

次に該当するような方を「ひきこもり状態」の方とします。
(1) おおむね 15 歳から 65 歳未満で、次のいずれかに該当する方
①社会的参加（仕事や学校、家族以外の人との交流）をほとんどせずに、6ヶ月以上続けて自宅
にひきこもっている状態の方
②①に準ずるが、時々は買い物などで外出することもある方
・普段は家にひきこもっているが、近所のコンビニなどには出かける。
・普段は家にひきこもっているが、自分の趣味に関する用事のときだけ外出する。

※ ただし、在宅での訪問診療、介護保険や障害福祉サービス等を受給するなど、重度の障がいや
重度の疾病で外出できない方を除きます。
※ 民生・児童委員、主任児童委員ご本人が把握している状況だけではなく、近隣住民や行政な
どから聞いている状況でも結構です。

質問２
今までに担当地区にお住まいの質問1の状態(ひきこもり状態)の方に関する相談を受けたことが
ありますか。
当てはまる方のいずれかに○印をつけてください。
(※現在担当地区にひきこもり状態の方を把握していない方もお答えください。)
( ) ある
( ) ない ⇒質問３へ

その相談内容はどのようなものでしたか。当てはまるもの全てに○印をつけてください。
( )①日常生活に関すること(生活リズムが整わない、ご飯を食べない、入浴しない等)
( )②医療、病気に関すること(精神疾患ではないか 等)
( )③経済的なこと(働くことができず生活が苦しい 等)
( )④学校、仕事のこと(不登校、就職の失敗、就職したが辞めて戻ってきている 等)
( )⑤将来のこと(仕事をしておらず今後の生活が心配 等)
( )⑥情報の問合せ(どこに相談したらよいか教えて欲しい、等)
( )⑦本人との関わり方（声の掛け方や関わりの程度 等）
( )⑧その他 具体的に記載願います
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質問３

ひきこもり状態の方に対する支援策として、必要と感じるもの全てに○印をつけてください。

( )①精神科医師等による専門的な医療支援・カウンセリング等の充実

( )②行政機関等における総合的な相談窓口の充実

( )③支援団体(NPO 団体等)の充実

( )④ひきこもりに関する支援窓口、相談窓口の周知・PR

( )⑤家庭訪問

( )⑥家庭以外の居場所の支援 ※

( )⑦進学や就労に関する支援

( )⑧ひきこもり状態の方を抱える家庭や家族への支援(家族教室等)

( )⑨生活する上で必要な金銭的支援(住居確保給付金、一時生活支援等)

( )⑩その他 （LINE等相談手段の多様化など 具体的に記載願います）

※⑥家庭以外の居場所の支援 とは

ひきこもり状態にある方が自宅以外で安心していられる居場所を設置して、同じような状況の方

の利用を促し、社会参加の第一歩を踏み出す機会を提供する支援

質問４

その他、ひきこもり状態にある方の把握や支援に関して、普段感じていることがありましたら

ご記入をお願いします。

回答期限: 10月の定例会で回収をお願いしますが、困難な場合は、
各市町で設定する期限までにお願いします。

～ ご協力いただきありがとうございました ～

※質問１で「把握している」に○印をつけた方は、「ひきこもり等に関する状況調査個票」への

記入をお願いします。
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個票

ひきこもり等に関する状況調査個票
<記入日> <記入者>
令和元年 月 日 市区町名:

担当地区:
氏名: 民生・児童委員 主任児童委員

現在、皆さんが把握されている範囲で記載をお願いします。

※ 調査のためにお宅を訪問して様子を確認する等の必要はありません。

質問項目 記載例 1人目

1 該当する方の性別 男性・女性・わからない（不明） 男性・女性・わからない（不明）

２ 該当する方の年齢

※ 該当する年齢階層を○で囲

んでください。

10 代(15 歳~19歳)
20 代 ・ 30 代
40 代 ・ 50 代
60 代(60 歳~64歳)
わからない（不明）

10 代(15 歳~19歳)
20 代 ・ 30 代
40 代 ・ 50 代
60 代(60 歳~64歳)
わからない（不明）

３ 該当する方の家族構成

※ 同居する家族の方全員を○

で囲んでください(複数選択
可)。

.※ お分かりになる範囲で結構

です。

同居人数は本人を含めて(５人)

父 親・母 親

祖 父・祖 母

兄・弟・姉・妹・配偶者

子・その他（ 姪 ）

同居家族なし・わからない（不明）

同居人数は本人を含めて( 人)

父 親・母 親

祖 父・祖 母

兄・弟・姉・妹・配偶者

子・その他（ ）

同居家族なし・わからない（不明）

４ 該当する方の 家計状況・

暮らし向き

※ 該当する状況を一つだけ○

で囲んでください。

①ゆとりがある

②ややゆとりがある

③ふつう

④やや苦しい

⑤苦しい

⑥わからない（不明）

①ゆとりがある

②ややゆとりがある

③ふつう

④やや苦しい

⑤苦しい

⑥わからない（不明）

５ 該当する方の状況

※ 該当する状況を一つだけ○

で囲んでください。

②のコンビニ等には外食を含む

③の趣味等にはコンサートやイベン

ト等を含む

①自宅からほとんど外に出ない

②近所のコンビニ等には外出する

③自分の趣味等の際には外出する

④わからない（不明）

⑤その他具体的に記載願います

( )

①自宅からほとんど外に出ない

②近所のコンビニ等には外出する

③自分の趣味等の際には外出する

④わからない（不明）

⑤その他具体的に記載願います

( )

６ ひきこもりの状態にある

期間

※ 該当する期間を一つだけ○

で囲んでください。推測でかま

いませんので、ひきこもりの状

態にあるおおよその期間をご

回答ください。

①1年未満
②1年以上~3年未満
③3年以上~5年未満
④5年以上~10 年未満
⑤10 年以上~15 年未満
⑥15年以上
⑦わからない（不明）

①1年未満
②1年以上~3年未満
③3年以上~5年未満
④5年以上~10 年未満
⑤10 年以上~15 年未満
⑥15年以上
⑦わからない（不明）

質問項目 記載例 1人目

別紙 1人目



99

７ ひきこもり等に至った経緯

※ 該当する経緯を○で囲んで

ください（複数選択可）。

①不登校(時期:小・中・高・その他 )

②進学の失敗

③就職の失敗

④就職後の失業や退職

⑤家族関係の不和

⑥家族や身近な人の死去

⑦財産の喪失

⑧本人の病気など

⑨わからない（不明）

⑩その他具体的に記載願います

（人間関係による大学中退 )

①不登校(時期:小・中・高・その他)

②進学の失敗

③就職の失敗

④就職後の失業や退職

⑤家族関係の不和

⑥家族や身近な人の死去

⑦財産の喪失

⑧本人の病気など

⑨わからない（不明）

⑩その他具体的に記載願います

（ )

８ 現在受けているひきこもり

に関する支援等

※ 該当する支援等を○で囲ん

でください（複数選択可）。

⑤居場所支援とは

ひきこもり状態にある方が自

宅以外で安心していられる居場

所を設置して、同じような状況の

方の利用を促し、社会参加の第一

歩を踏み出す機会を提供する支

援。

①医療機関等による医療や支援

②行政機関等への相談、支援

③民間団体等への相談、支援

④家庭訪問

⑤居場所支援

⑥学習・進学・就労支援

⑦家族支援（家族教室等）

⑧生活保護

⑨生活困窮者自立支援

⑩何も支援を受けていない

⑪わからない（不明）

⑫その他具体的に記載願います

（ )

①医療機関等による医療や支援

②行政機関等への相談、支援

③民間団体等への相談、支援

④家庭訪問

⑤居場所支援

⑥学習・進学・就労支援

⑦家族支援（家族教室等）

⑧生活保護

⑨生活困窮者自立支援

⑩何も支援を受けていない

⑪わからない（不明）

⑫その他具体的に記載願います

（ )

９ 本人や家族から何らかの相

談をしたいとの希望がありま

すか?

(本人) ①ある ②ない ③不明

(家族) ①ある ②ない ③不明

(本人) ①ある ②ない ③不明

(家族) ①ある ②ない ③不明

10 民生・児童委員、主任児童委

員の方からみた支援の必要性に

ついて

※ 該当する状況を一つだけ○

で囲んでください。

※ 必要に応じて、市町担当者か

らご連絡を差し上げる場合も

ありますので、ご承知おきくだ

さい。

①早急に何らかの支援が必要な方

と感じている

②現時点で支援は必要ないが、今

後支援が必要となる可能性がある

方と感じている

③特に支援の必要がない

④行政機関等へ連絡済

⑤その他具体的に記載願います

( )

◎支援が必要と感じる理由

両親も高齢化し、経済的に困窮

しているため。

①早急に何らかの支援が必要な方

と感じている

②現時点で支援は必要ないが、今

後支援が必要となる可能性がある

方と感じている

③特に支援の必要がない

④行政機関等へ連絡済

⑤その他具体的に記載願います

( )

◎支援が必要と感じる理由



令和２年 静 岡 県

健康福祉部 障害者支援局

障害福祉課 精神保健福祉班

〒420-8601 静岡市葵区追手町９－６

電話 (054)221-2920・2435

FAX (054)221-3267


