
第３回 中 間 報 告
ちゅうかんほうこく

＊ 9月1日 ～ 9月22日 の回答から一部をご報告します

報告日：2020年10月8日



たくさんの声をありがとうございます！

全回答を集計

小学
1～3年

小学
4～6年

中学生

高校生
（相当）

こども
739名

保護者
3,762名

※子の学年内訳

小学
1～3年

小学
4～6年 0～2歳

中学生 高校生（相当）

3～5歳
（年少・年中・年長）

計4,501名



就寝時刻（コロナ前と比較）

３歳以上の児の保護者・こどもの回答を集計

全員に
ききました

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

低学年以下

高学年以上

３歳～
小学低学年

小学高学年
以上

１時間ほど
早くなった

変わらない

１時間ほど
遅くなった

２時間以上
遅くなった

不規則に
なった

もともと不規則

コロナ前よりも就寝時刻が遅くなったり、不規則になったり
しているこどもが少なくないようです。

１時間
遅く

変わらない

17%

36%



睡眠の現状

こどもの回答を集計

こどもに
ききました

朝、ちゃんと目が覚めるのに時間がかかる

はい
42%

成長・発達に大切な睡眠、しっかり確保したいですね。
早寝早起き、規則正しい生活をこころがけましょう。

寝起きが
悪い

週末に
寝だめ

週末は平日よりも２時間以上長く寝ている

はい
30%

夜は早く寝ること、
朝は日光を浴びることが

大切です

普段の睡眠不足を寝だめで
補うことはできません



テレビ・スマホ・ゲームの時間

保護者の回答を集計

保護者に
ききました

30分
未満

30分
～2時間

2～4時間

4時間
以上

1日に 4時間 以上は、

・小学生以下の11%
・中高生の 29%

コロナによって使用時間や機会が増えたかもしれません。
内容や時間など、家族でルールを話し合えるとよいですね。

（勉強の時間は除く）

わからない・答えたくない

「コロナ前より増えた」

全体の 43%



0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

コロナのこと考えるとイヤだ

さいきん集中できない

すぐにイライラしてしまう

寝つけない・よる目が覚める

悪夢をよくみる

ひとりぼっちだと感じる

自分や家族を傷つけてしまう

こどもの こころの様子は？

全学年のこどもの回答を集計

こどもに
ききました

コロナのこと考えるとイヤだ

さいきん集中できない

すぐにイライラしてしまう

寝つけない・よる目が覚める

いやな夢・悪夢をよくみる

ひとりぼっちだと感じる

自分や家族を傷つけてしまう

40%

27%

30%

18%

14%

9%

7%

気持ちを聴いて
受けとめて
あげてください。



ストレス感じたらどうしている？

*小学高学年以上のこどもと全保護者の回答を集計
（小学低学年のこどもには該当質問なし）

全員*に
ききました

0 10 20 30 40 50 60 70 80

解決しようとする

別の視点で考える

ゲームなどに没頭する

好きなことで気晴らしする

気持ちをはき出す

人に話して共感を得る

誰かに助けを求める

見て見ぬふりをする

解決しようとする

別の視点で考える

ゲーム等に没頭する

好きなことをする

気持ちをはき出す

だれかの共感を得る

助けを求める

見て見ぬふりをする

こども
保護者

69%

26%

25%

☨

（☨こどもは中学生以上のみに質問）

30%

28%

35%

19%

15%

レパートリーを
増やせると
いいですね。



学校に行きたくないことはある？

全学年のこどもの回答を集計

こどもに
ききました

いつも 7%
たいてい 6%
ときどき 20%まったく

ない

45%
ほとんど
ない

20%

わからない・
答えたくない

３人に１人が「学校に行きたくないことがある」ようです。
ひとりひとりの気持ちに寄り添うことが大切です。



コロナによる生活の変化について

全学年のこどもの回答を集計

こどもに
ききました

こどもの生活が変わるような物ごとを決めるとき、理由を
説明したり、意見を取り入れたりできるといいですね。

0 5 10 15 20 25

説明

表明

反映

理由をわかりやすく
説明してくれない

考えを伝えても
取り入れてくれない

考えを話せるように
工夫してくれない

家庭で
学校で

20%

18%

16%

23%

11%

20%
※それぞれ「…してくれますか？」に対して「いつも・たいてい・ときどき・ほとんどない・まったくない」の５段階で回答。
このうち「ほとんどない・まったくない」を合算して「…してくれない」として示している。



意見を取り入れてもらうには？

こどもの回答より一部を抜粋

こどもに
ききました

大人がきちんと話を
よく聞いてくれたらよいと思う。

取り入れられないなら理由をきちんと
話してくれればいいです。
（高１男子・京都府）

学校の先生の場合、
他の生徒に聞かれない所で、

安心して話せる部屋で
話を聞いてもらう。

（中１男子・大阪府）

お母さんがもっと
話を聞いてくれたら

良いと思う。

（小５男子・神奈川県）

学校はマスクで声も聞こえないし、
顔も見えない人と話すの無理だ。
マスクやめたら前みたいに何でも話せる。

（小６男子・東京都）

親がスマホをする
時間を減らす。
（中１女子・兵庫県）

相談するのは
難しいから

手伝ってください。
（小４女子・神奈川県）

こどもたちから色々
気づかされますね。

てがみをかく
（小１男子・福岡県）



「コロナ×こども本部」では、
お子さまやそのご家族が少しでも
安心して健やかに過ごせるための
情報を発信していきます。

詳細はホームページをご覧ください
http://www.ncchd.go.jp/news/2020/20200508.html

お知らせアンケート

中間報告はいかがでしたか？

第３回アンケートは10月末まで
回答いただけます。
まだ参加されていない方は
ぜひ回答いただけると幸いです。

第３回アンケートの全体の結果は
11月下旬に公開予定です。
第４回も同じころに実施予定です。
↑LINE公式アカウントなどでお知らせします

みんなの こえで
みんなを げんきに！

今後ともよろしくお願いします。

http://www.ncchd.go.jp/news/2020/20200508.html
https://www.ncchd.go.jp/center/activity/covid19_kodomo/survey.html#3tab


こころを健康に保てていますか？

参考資料

こどもも、大人も、日々さまざまなストレスにさらされています。

上手に対処できる方法を、お子さまと一緒にぜひ見つけてみましょう。

うちの子のこんな様子が気になります！

（国立成育医療研究センターコロナ×こども本部）

アンケートに寄せられた保護者のみなさまの声を

もとに、色々な症状と対処法をまとめました。

新型コロナウィルスに負けないために

親子でできるストレスコーピング編

（国立成育医療研究センターこころの診療部）

できることから、一緒にはじめてみませんか？

https://www.ncchd.go.jp/center/activity/covid19_kodomo/report/2020Aug31_2nd_symptom.html
https://www.ncchd.go.jp/center/activity/covid19_kodomo/report/2020Aug31_2nd_symptom.html
https://www.ncchd.go.jp/news/2020/d87c94efa75dede6e54ef2faf38c0b916a05a24d.pdf
https://www.ncchd.go.jp/news/2020/d87c94efa75dede6e54ef2faf38c0b916a05a24d.pdf
https://www.ncchd.go.jp/news/2020/d87c94efa75dede6e54ef2faf38c0b916a05a24d.pdf


満たされていますか？「子どもの権利」

参考資料

『児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）』をご存知でしょうか？

おとなは、こどもの最善の利益のために行動しなければいけません。

こどもたちの権利を守るためにいまできること、探してみませんか？

子どもの権利条約（セーブ・ザ・チルドレン）

こどもに分かりやすい言葉で42の権利を紹介。

コロナ禍で読んでみると気づきがありそう。

話してみよう！伝えてみよう！“子どもの権利”のお話

（国立成育医療研究センターこころの診療部）

お子さんと一緒にワークをやってみることで、

ストレスに気づいてあげるきっかけにもなるはず。

https://www.savechildren.or.jp/news/publications/download/kodomonokenrijoyaku_A4_illustration.pdf
https://www.savechildren.or.jp/news/publications/download/kodomonokenrijoyaku_A4_illustration.pdf
https://www.ncchd.go.jp/news/2020/kodomo_stress2.pdf
https://www.ncchd.go.jp/news/2020/kodomo_stress2.pdf

