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東京の子供と家庭をめぐる状況 

 

１ 東京の子供と子育て家庭をめぐる状況 

ここでは、少子化の進行や子供のいる家庭の世帯類型や就業状況、子育て家庭のニ

ーズなど、東京の子供と子育て家庭をめぐる状況を、全国の状況とも比較しながら俯

瞰します。まず、少子化の状況とその背景について見ていきます。 

（１）人口の変化と少子化の現状 

ア 人口の変化 

○ 新型コロナの影響により、2021 年の東京都の人口は 26 年ぶりに減少に転じま

したが、2022 年春以降、徐々に回復しつつあります。 

○ 東京都の人口は、今後もしばらく増加を続け、2030 年に 1,424 万人でピーク

を迎えて、その後、減少に転じると見込まれます。 

○ また、東京都の年少人口（０～14 歳）は、すでに減少に転じており、今後も減少

すると見込まれます。 

図表１ 東京都の地域別人口の推移 

  
資料：「国勢調査」（総務省）等より作成 

注 ：2025 年以降の東京都の人口は東京都政策企画局による推計  
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図表２ 東京都の年齢階級別人口及び高齢化率の推移 

 
 

資料：「令和２年国勢調査に関する不詳補完結果」（総務省）より作成 

注 ：2025 年以降は東京都政策企画局による推計 

注 ：四捨五入により、内訳の合計が総数と一致しない場合がある 
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イ 出生数・合計特殊出生率・就学前児童数の変動 

○ 全国における年間の出生数は減少傾向が続き、令和３年の出生数は 81 万 1,622

人となっています。東京都における年間の出生数は、昭和 40 年代後半以降減少傾

向が続き、平成 17 年を底に微増傾向に転じていましたが、平成 28 年に再び減少

に転じ、令和３年の出生数は 9 万 5,404 人となっています。 

 

図表３ 出生数の推移（全国・東京都） 

 
資料：厚生労働省「令和３年人口動態統計（確定数）」 

東京都福祉保健局「人口動態統計年報（確定数）」（令和３年） 
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○ 全国の合計特殊出生率は、第２次ベビーブーム以降減少傾向が続き、平成 17 年

には 1.26 と過去最低の水準となりました。その後微増傾向が見られましたが、再

び減少に転じ、令和３年は 1.30 となっています。東京都の合計特殊出生率も、平

成 17 年の 1.00 を底に増加傾向にありましたが、平成 28 年の 1.24 をピークに

減少に転じ、令和３年は 1.08 と全国最低となっています。 

図表４ 合計特殊出生率の推移（全国・東京都） 

 
資料：厚生労働省「令和３年人口動態統計」 

注： 昭和 36～39 年、41～44 年の東京都分の合計特殊出生率については、発表されていない。 

 

○ このように、東京都の合計特殊出生率は全国より低いものの、都内の就学前児童

数は、他県からの流入等により増加傾向にありましたが、平成３０年をピークに減

少に転じ、令和５年１月１日現在、57 万 344 人となっています。 

図表５ 就学前児童数（０～５歳）の推移（東京都） 

 
資料：東京都総務局「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」（各年１月１日現在） 
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（２）少子化の要因と背景 

○ 少子化の直接の要因は、「未婚化・晩婚化」「初産年齢の上昇」「夫婦の出生力の低

下」等、複合的であると言われています。また、こうした現象が生じる背景として、

働く女性の増加、結婚や子供を持つことへの価値観の多様化、子育てに対する負担

感、不安定な就業状況などが言われています。 

 

ア 少子化の直接の要因 

（未婚化・晩婚化） 

○ 全国の年齢別の未婚率の推移をみると、男女ともに昭和 50 年以降上昇傾向にあ

りましたが、平成 17 年を頂点に減少し、男性の未婚率（令和２年）は 25～29 歳

が 72.9％、30～34 歳が 47.4％となっています。女性の未婚率（令和２年）は

25～29 歳が 62.4％、30～34 歳が 35.2％となっています。 

○ 東京都においても同様の傾向が見られ、男性の未婚率（令和２年）は 25～29 歳

が 77.3％、30～34 歳が 48.9％、女性の未婚率（令和２年）は 25～29 歳が

69.3％、30～34 歳が 40.1％となっています。昭和 50 年以降、東京都の未婚率

は全国に比べて 10 ポイント程度高くなっていましたが、平成 22 年の調査以降は

その差が小さくなっています。 

 

図表６ 未婚率の推移（全国・東京都） 

（男 性）     （女 性） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：総務省「国勢調査」  
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○ また、全国の平均初婚年齢をみると、令和３年の平均初婚年齢は夫 31.0 歳、妻

29.５歳と、昭和 50 年に比べると夫が 4.0 歳、妻が 4.8 歳上昇しています。東京

都の平均初婚年齢をみると、令和３年には夫 32.2 歳、妻 30.5 歳で、昭和 50 年

と比較すると、夫が 4.6 歳、妻が 5.0 歳上昇しており、全国・東京都ともに「晩婚

化」が進んでいるといえます。 

○ 日本では、子供は法律上の婚姻夫婦から生まれる場合が多いため、未婚者の増加

（未婚化）や平均初婚年齢の上昇（晩婚化）は出生数に影響を及ぼすことになりま

す。 

 

図表７ 平均初婚年齢の推移（全国・東京都） 

 
資料：厚生労働省「人口動態統計」 
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（初産年齢の上昇） 

○ 第一子出生時の母の平均年齢は、令和３年には全国で 30.9 歳、東京都で 32.4

歳と、都は、全国平均より 1.5 歳高くなっています。 

 

図表８ 第一子出生時の母の平均年齢の推移（全国・東京都） 

 
資料：厚生労働省「人口動態統計」 
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（夫婦の出生力の低下） 

○ 全国の子供の出生数の推移を結婚持続期間別にみると、結婚後５年以上経過した

夫婦で、平成 14 年以降減少が続いていましたが、令和３年の調査では、結婚後５

～９年、10～14 年の夫婦については増加しています。 

 

図表９ 結婚持続期間別にみた平均子供出生数の推移（全国） 

 
資料：国立社会保障・人口問題研究所 

「出生動向基本調査 結婚と出産に関する全国調査（夫婦調査）」  
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イ 少子化の要因の背景 

（働く女性の増加） 

○ 全国の働く女性は増加傾向にあり、令和３年度には 2,717 万人となっています。

雇用者総数における女性の割合も、昭和 50 年以降上昇しており、令和３年度には

45.5%となっています。 

○ 都内の有業者数をみると、男性は平成４年をピークに減少し、平成 19 年以降再

び増加しているのに対し、女性は一貫して増加しています。 

図表 10 雇用者数の推移（全国） 

 
資料：総務省「労働力調査」 

注 ：平成 23年度の公表データは、岩手県、宮城県及び福島県を除いた値となっているため、上記の表に

は掲載していない。 

図表 11 15 歳以上人口有業者数及び有業率の推移（東京都） 

 
資料：東京都総務局「都民の就業構造」（平成 29年） 
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（価値観の多様化） 

○ 未婚者（18 歳以上 34 歳未満）の結婚の意思に関する全国調査をみると、「いず

れ結婚するつもり」の割合は、男女ともに、減少傾向にあります。 

 

図表 12 未婚者の生涯の結婚意思（全国） 
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資料：国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査 結婚と出産に関する全国調査 

（独身者調査）」 （令和３年）  
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○ また、「結婚したら子供を持つべき」という考え方について、未婚者（18 歳以上

34 歳未満）に対する平成 27 年と令和 3 年の全国調査を比較すると、子供を持つ

べきとする考え方に賛成とする回答は、男性では 75.4%から 55.0％に、女性では

67.4％から 36.6％に大きく低下しています。 

図表 13 「結婚したら子供を持つべき」という考え方について 

 

 
 

資料：国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査 結婚と出産に関する全国調査 

（独身者調査）」  
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（不安定な就業状況） 

○ 若者が結婚の障害と感じる事柄について「結婚資金」を挙げる回答の割合が高く、

結婚に伴う経済的負担を懸念している様子がうかがえます。 

○ 全国調査で、性別・就業形態別（正規・非正規）に結婚意欲ありの者の割合をみ

ると、男性では「非正規」の方が「正規」に比べて割合が低くなっています。 

 

図表 14 １年以内に結婚する場合に障害となるもの（平成 27年）（全国） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：国立社会保障・人口問題研究所「第 15回出生動向基本調査 結婚と出産に関する全国調査 

（独身者調査）」 

注 ：18～34 歳未婚者のうち何％の人が各項目を結婚の主要な障害（２つまで選択）と考えているかを示す。 

 

図表 15 性／正規・非正規別にみた独身者の結婚意欲ありの者の割合 

  
資料：国立社会保障・人口問題研究所「結婚と出産に関する全国調査（独身者調査）」 

注 ：18～34 歳未婚者のうち就業形態が「正規」、「非正規（パート・アルバイト派遣・嘱託・契約社員）」の者 
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○ 若年層におけるパート・アルバイトなどの非正規雇用者の割合を見ると、平成 25

年の約３割から平成 30 年には２割台半ばに減少したものの、平成５年に比べて大

きな割合を占めています。 

 

図表 16 年齢別の非正規雇用者比率の推移（全国） 

 
 

資料：厚生労働省「「非正規雇用」の現状と課題」 

出所：総務省「労働力調査」 

注 ：平成５年及び平成 10年における 15～24 歳（うち在学中を除く。）については、当時の公表値（非農林

業）の「うち在学中」の者を除いている。 

注 ：平成 20年の数値は、平成 22年国勢調査の確定人口に基づく推計人口（新基準）に切替え集計した値 

注 ：雇用形態の区分は、勤め先での「呼称」によるもの 

注 ：非正規労働者：勤め先での呼称が「パート」「アルバイト」「労働者派遣事業所の派遣社員」「契約社員」

「嘱託」「その他」である者 

注 ：割合は、各年齢層における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の合計に占める非正規雇用労働者の割合。 
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○ 正社員・正職員とそれ以外の労働者の賃金の傾向を比較すると、60 歳未満まで

では、男性の正社員・正職員は、年齢階級が高くなるに連れて賃金の上昇がみられ

ますが、それ以外は、年齢階級が高くなっても賃金の上昇があまり見られません。 

 

図表 17 雇用形態、性、年齢階級別賃金（全国） 

 
資料：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（令和４年） 

注 ：賃金とは、平成 28年６月分の平均所定内給与額。所定内給与額とは、労働契約等であらかじめ定められ

ている支給条件、算定方法により６月分として支給された現金給与額（きまって支給する現金給与額）のう

ち、超過労働給与額（（１）時間外手当、（２）深夜勤務手当、（３）休日出勤手当、（４）宿日直手当、

（５）交替手当として支給される給与をいう。）を差し引いた額で、所得税等を控除する前の額をいう。 
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（３）子供のいる世帯の形態 

○ ６歳未満の親族のいる世帯の家族類型を見ると、令和２年の東京都の核家族世帯

の割合は、97.3％となっており、全国の割合（92.0％）より高い状況です。 

 

図表 18 ６歳未満の親族のいる世帯の家族類型（全国・東京都） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：総務省「国勢調査」（令和２年） 

 

（４）子供のいる世帯の就労状況 

ア 共働き世帯の増加 

○ 最年少の子供が就学前（６歳未満）の家庭における共働き率は、年々増加傾向に

あり、令和２年では、全国で 61.9％、東京都では、63.1％となっています。これ

まで、東京都の共働き率は、全国値より低い状況が続いてきましたが、令和２年は

全国値より高くなっています。 

 

図表 19 最年少の子供が就学前の家庭における共働き率（全国・東京都） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：総務省「国勢調査」（令和２年） 
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イ 結婚・出産・子育てと女性の就業 

○ 近年、女性の有業率は増加傾向にあります。また、結婚・出産期に当たる年代で

有業率は一旦低下し、子育てが落ち着いた時期に再び上昇する M 字カーブは緩やか

になっています。 

図表 20 年齢別 女性有業率の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：東京都総務局「都民の就業構造」 
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○ 「以前は働いていた」と回答した母親に、仕事を辞めた理由を聞いたところ、「育

児に専念したかったため」の割合が 29.4％と最も高く、次いで「結婚のため」が

24.6％となっていますが、ともに前回より減少しています。 

○ また、父親が仕事を辞めた理由では、「育児に専念したかったため」の割合が 7.7％、

「労働条件（労働時間、賃金等）が合わなかったから」の割合が 15.4％と、前回よ

り大きく増加しています。 

  

図表 21 仕事を辞めた理由（東京都） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」（平成 29年度） 
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ウ 今後の就労希望 

○ 就学前の児童がいる世帯における、現在就労していない母親の今後の就労希望を

みると、「いずれ働きたい」の割合が増加するとともに「今後も働くつもりはない」

の割合が減少しており、就労希望が増加していることがうかがえます。 

図表 22 今後の就労希望（現在働いていない母親）（東京都） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」（平成 29年度） 

 

○ 今後の就労希望について、「今すぐにでも働きたい」又は「いずれ働きたい」と回

答した母親（1,050 人）に、どのような条件が満たされれば働くことができると思

うか尋ねたところ、「短い時間でも働ける職場があれば」が 61.7％と最も高く、次

いで「希望する労働条件であれば」が 46.8％、「家に近い職場があれば」が 39.0％

となっています。 

図表 23 就労するための条件（３つ以内の複数回答）（東京都） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」（平成 29年度） 
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（５）子育て家庭の状況 

○ 子育てをしていて、日頃負担に感じることについては、「よくある」と「ときどき

ある」とを合わせると、「子育てでイライラすることがある」、「子供の教育について

心配になる」、「一人になりたいときがある」、「子供が将来うまく育ってくれるかど

うか心配になる」などが他の項目に比べて高くなっています。 

父母別にみると、「子供がいじめられたりしないか心配になる」、「子供がいなけれ

ばよかったと思う」、「子供の発育について心配になる」を除いて母親の方が父親よ

り「よくある」の割合が高くなっています。 

 

図表 24 「子育てをしていて日頃感じること（負担に感じること）」（東京都） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」（平成 29年度） 

注 ：「配偶者が子育てに協力してくれないと思う」については、両親世帯のみ集計対象としている 

（総数 父＝2,976 人、母＝3,217 人）。 
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○ 「子育てをしやすくするために必要なもの」について尋ねたところ、平成 29 年

度調査では「児童手当など経済的な手当の充実」（39.6％）、「子育てに理解のある

職場環境の整備」（39.0％）の順に割合が高く、経済的な問題に対する負担感軽減

と子育てと仕事の両立のための環境整備が求められています。 

 

図表 25 子育てをしやすくするために必要なもの（東京都、複数回答） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」（平成 29年度） 

注 ：24 年度調査では、※は選択肢に入っていなかったため、データが存在しない。 
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2.7%

42.8%

44.9%

29.2%

30.9%

18.5%

12.7%

11.9%

14.1%

15.1%

15.1%

7.8%

5.7%

2.7%

2.0%

5.6%

1.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

児童手当など経済的な手当の充実

子育てに理解のある職場環境の整備

子供が病気やけがをしたときに休暇を取れる制度の充実

仕事の時間を短縮したり、ずらしたりする制度

社会全体で子育てを応援する機運醸成※

夜間・休日を問わず、子供を預けられる保育サービスの整備

小学生の子供を預けられるサービスの整備

男女が共に子育てに携わる意識啓発

職場内保育施設の整備

子供の遊び場環境の整備

育児休業制度の普及

出産・育児のために退職した人が復帰できる制度の充実

子育て家庭の住宅環境の整備

求職中に子供を預けられるサービスの整備

出産や子育てに関する情報提供や相談の場の整備

特にない

その他

無回答

29年度（6,730人）

24年度（7,827人）
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○ 都内で、在宅で乳幼児の子育てをしている母親が希望する「あればよい在宅支援

サービス」については、緊急時の一時預かりの割合が最も高く半数を超えています。

東京都は核家族が多く、緊急時に頼れる人が身近にいないことなどから、子育てに

不安や負担感を抱えていることがうかがえます。 

○ 一方、保育所や認定こども園などに日中子供を預けている保護者が不満に思うこ

とについては、「子供が病気のときに利用できない」という回答が最も多くなってい

ます。 

 

図表 26 在宅の母親の希望する「あれば良い在宅支援サービス」（東京都） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」（平成 29年度） 

図表 27 子供を預けていて不満に思うこと（複数回答） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」（平成 29年度） 
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○ 全国の中学２年生の子供がいる家庭における、新型コロナウイルス感染症の影響

による収入の変化については、収入が減ったと答える家庭は３割以上、所得の中央

値の半分を下回る家庭（貧困家庭）においては、５割近くとなっています。 

 

図表 28 新型コロナウイルス感染症の影響による収入の変化（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：内閣府 子供の生活状況調査（令和 3 年） 

保護者への質問：あなたのご家庭の現在（令和 3 年 2 月調査時点）の生活は、新型コロナウイルス感染症の拡

大により学校が休校する前（2020 年２月以前）から比べて、どのように変わりましたか。

2.4

2.9

1.8

3

32.5

24.0

39.6

47.4

64.1

73.2

58.6

49.5

1.0

0

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体

中央値以上

中央値の1/2以上中央値未満

中央値の1/2未満

増えた 減った 変わらない 不明・無回答
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○ 生活に必要な支出の変化については、増えたと答える家庭が４割以上、貧困家庭では６

割超となっています。また、ひとり親世帯を全体と比較すると、６割近くのひとり親世帯

で、支出が増えたと回答しています。 

 

図表 29 新型コロナウイルス感染症の影響による生活に必要な支出の変化（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：内閣府 子供の生活状況調査（令和 3 年） 

保護者への質問：あなたのご家庭の現在（令和 3 年 2 月調査時点）の生活は、新型コロナウイルス感染症の拡

大により学校が休校する前（2020 年２月以前）から比べて、どのように変わりましたか。 

  

43.4

35.3

48.7

63.4

8.1

9.4

7.2

6.9

47.5

55.3

44.1

29.7

1.0

0

0

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体

中央値以上

中央値の1/2以上中央値未満

中央値の1/2未満

増えた 減った 変わらない 不明・無回答

43.4

41.6

58.5

8.1

8.4

6.8

47.5

49.9

34.7

1.0

0

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体

ふたり親世帯

ひとり親世帯

増えた 減った 変わらない 不明・無回答
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（６）子育てと仕事の両立（ライフ・ワーク・バランスの状況） 

ア 夫婦の家事・育児分担 

○ ６歳未満の子供のいる家庭における１日の家事・育児時間（週全体平均）につい

て夫婦で比較すると、妻の家事・育児時間の平均は、全国で 410 分、東京都で 443

分に上ります。それに対し、夫の家事・育児時間の平均は、全国で 94 分、東京都

で 95 分です。 

○ 東京都内における夫婦の家事・育児分担の割合については、妻：夫が５：５（夫

の回答）、６：４（妻の回答）を理想とする割合が高いのに対して、現実は妻：夫が

８：２、9：1 の割合が高くなっています。 

図表 30 １日の夫婦の家事・育児時間（６歳未満の子供のいる家庭）（週全体平均） 

 
資料：総務省統計局「令和３年社会生活基本調査」 

 

図表 31 夫婦の家事・育児分担の割合（理想と現実） 

（夫）（自分：配偶者）   （妻）（自分：配偶者） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：東京都福祉保健局「平成 29年度東京都福祉保健基礎調査」  
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1.1%

1.6%

1.9%

1.2%

7.6%

5.5%

17.4%

30.3%

24.1%

4.5%

4.1%
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2.0%

2.2%
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無回答

10：0
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2：8

1：9
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○ 就学前の子供を持ち、就業している親の帰宅時間をみると、22 時以降に帰宅す

る父親の割合は、平成 24 年度に比べて増加し、平成 29 年は２割を超えています。 

  また、18 時より前に帰宅する母親の割合は５割弱で、平成 24 年より若干です

が、帰宅時間の遅い母親の割合が高くなっています。 

図表 32 帰宅時間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：東京都福祉保健局「平成 29年度東京都福祉保健基礎調査」 

 

 

○ 新型コロナウイルス感染症の影響による家事・育児時間の変化については、男性・

女性ともに増加したとする割合が増えています。 

図表 33 新型コロナウイルス感染症の影響下における家事・育児時間の変化（全国） 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

資料：内閣府 新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査 

（令和 4年） 

質問：感染症の影響下において、家事・育児に関する夫妻間の役割分担に変化がありましたか 

2.0%

0.9%

3.3%

2.8%

9.0%

9.3%

16.9%

16.2%

19.1%

19.2%

16.1%

17.4%

18.7%

21.4%

9.1%

9.8%

5.9%

3.0%

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

平成24年

平成29年

（父）

29.8%

24.3%

20.3%

23.4%

24.0%

28.4%

10.9%

10.6%

3.6%

3.1%

1.5%

1.2%

1.6%

1.2%

1.1%

6.1%

7.2%

1.6%

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

平成24年

平成29年

17時以前 17時～17時59分 18時～18時59分

19時～19時59分 20時～20時59分 21時～21時59分

22時～23時59分 その他 無回答

（母）

4.2

8.5

11.5

14.6

19.8

13.7

53.0

48.6

3.9

6.5

2.9

3.2

4.8

4.9

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

男性

女性

大幅に増加（51%以上増加） 増加（21%〜50％増加）

やや増加（6%〜２０％増加） 概ね変化はない（5%減少〜5%増加）

やや減少（6%〜20%減少） 減少（21%〜50%減少）

大幅に減少（51%以上減少）
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イ 育児休業の取得状況等 

○ 育児・介護休業法には、１歳に満たない子を養育する労働者は、その事業主に申

し出ることにより、育児休業をすることができると定められています。また、平成

29 年 10 月から、保育所に入れない場合などは、２歳まで育児休業取得を可能と

する法改正がされました。 

○ 東京都では、ほとんどの企業が育児休業規定を設けており、取得可能期間は育児・

介護休業法に則った「原則は１歳だが一定の場合は２歳」の企業が約４割を占めて

います。しかしながら、女性の育児休業取得率が、令和３年度には 96.0％であるの

に対して、男性の取得率は 23.8％と、以前より上昇してはいるものの、依然として

低い状況です。 

図表 34 育児休業の取得可能期間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：東京都産業労働局「東京都男女雇用平等参画状況調査」（令和３年） 

図表 35 育児休業取得率（東京都） 

（女 性）     （男 性） 

 
資料：東京都産業労働局「東京都男女雇用平等参画状況調査」（令和３年） 注 ：平成 24年度はデータなし 
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58.1%
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全体（n=673）

30〜99人
（n=174）

100〜299人
（n=205）

300〜499人
（n=66）

500〜999人
（n=74）

1000人以上
（n=102）

1歳未満 1歳 原則は1歳だが一定の場合は1歳6か月
無条件に1歳6か月 原則は1歳だが、一定の場合は2歳 無条件に2歳
2歳〜3歳未満 3歳以上 育児休業の規定なし
無回答
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○ 育児休業取得者及び申し出た従業員がいる事業所に対し、育児休業取得期間はど

のくらいか尋ねたところ、男性では「1 か月～3 か月未満」（35.7％）が最も多く、

次いで「5 日～2 週間未満」（15.0％）となっています。女性では「６か月～１年

未満」（31.7％）が最も多く、次いで「１年」（28.3％）、「1 年を超え 1 年 6 か月

未満」（22.9％）となっています。 

図表 36 育児休業の取得期間（東京都） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：東京都産業労働局「東京都男女雇用平等参画状況調査」（令和３年） 

 

○ 育児休業を取得しなかった理由については、男性は「取る必要がなかったから」、

女性は「その当時、就労していなかったから」の割合が高くなっていますが、「勤務

先で制度が整っていない（いなかった）から」、「職場全体として、取りづらい雰囲

気だから」、「自分が休むと家計が苦しくなるから」といった理由で取得できなかっ

た人もいます。 

図表 37 育児休業を取得しなかった理由（東京都） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」（平成 29年度） 
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0.3%

1.5%
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勤務先で制度が整っていない
（いなかった）から

上司の理解が得られなかったから 職場全体として、取りづらい雰囲気
だったから

自分が休むと家計が苦しくなるから

配偶者の理解が得られなかったから 育児休業制度を利用できることを
知らなかったから

その当時、就労していなかったから 取る必要がなかったから

その他 無回答
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○ 育児・介護休業法には、小学校就学前の子を養育する労働者が、子供の看護（病

気・けが）のために、申請により、子１人の場合１年に５日まで、２人以上の場合

１年に 10 日まで休暇を取得することができる看護休暇制度が定められています。 

○ しかしながら、看護休暇制度の認知度をみると「知らない」（50.7%）が「知って

いた」（48.9%）をやや上回っています。 

図表 38 看護休暇制度の認知度（n=1,208）（東京都） 

 
 
 
 
 
 
 
 

資料：東京都産業労働局「東京都男女雇用平等参画状況調査」（令和３年） 

  

48.9% 50.7% 0.4%

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

知っていた 知らない 無回答
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（７）子供の安全・安心 

○ 子育て中の父母に、子育てをする上で整備してほしいものを尋ねたところ、「子供

が安全に遊ぶことができる公園」、「子供が泣いても周囲の目を気にすることなく利

用できる電車車両」、「駅や劇場などの民間施設の授乳コ－ナーやベビールーム」、「段

差のない歩道や駅などのバリアフリー」などが上位を占めています。 

 

図表 39 子育てをしていく上で整備してほしいもの（東京都） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」（平成 29年度） 

 
  

32.0

30.0

40.0

47.2

1.9

10.9

38.6

50.9

8.8

7.5

1.0

1.8

27.5

27.4

37.9

39.7

2.1

12.3

37.8

50.7

10.6

8.5

2.6

1.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

駅や劇場などの民間施設の

授乳コ－ナーやベビールーム

子供連れでも楽に利用でき、

オムツ替えの場所がある公衆トイレ

段差のない歩道や駅などの

バリアフリー

子供が泣いても周囲の目を気に

することなく利用できる電車車両

両親が参加できる子育て学級

夜間・休日を問わず、気軽に

相談できるところ

就学後の子供を、放課後や長期

休暇中に預かってくれるところ

子供が安全に遊ぶことができる

公園 ※     

中高生向けの児童館

その他

特にない

無回答

29年度 母（3,699人）

24年度 母（4,313人）

30.8

35.2

30.0

40.2

4.5

13.3

27.7

56.8

5.9

6.8

2.8

1.6

24.8

28.9

26.7

34.3

4.8

14.6

24.6

57.5

7.5

6.4

1.7

020406080

29年度 父（3,031人）

24年度 父（3,514人）
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○ 令和３年度に都が実施した調査では、調査対象の小学生の約６割がスマートフォ

ンを利用しています。１日のインターネット利用時間をみると、小学生では、「１時

間程度」、「ほとんど使わない」の割合が高く、中学生では「２時間程度」の割合が

高くなっています。また、高校生では「６時間を超える」の割合が高くなっていま

す。 

○ 通信系機器やインターネットの利用が普及しています。約９割の児童・生徒は、

利用時にトラブルや嫌な思いをした経験はないとしていますが、「メールや SNS に

書き込んだ文章が原因で友達とけんかになった」、「無料通信アプリなどのグループ

で仲間外れにされたり、勝手に退会させられたりした」などのトラブルも報告され

ています。 

図表 40 通信系機器の利用状況（東京都） 

 

学校種 （Ｎ） 

通信系機器の利用状況割合（％） 

①
携
帯
電
話 

②
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン 

③
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末 

④
パ
ソ
コ
ン 

⑤
ゲ
ー
ム 

⑥
携
帯
型
音
楽 

プ
レ
ー
ヤ
ー 

無
回
答 

全体 11,848 15.6 73.7 64.6 51.1 72.6 11.0 0.9 

小学校 7,409 20.9 63.4 73.7 53.1 77.3 10.7 1.1 

中学校 2,509 7.0 89.8 56.6 54.6 69.5 13.2 0.4 

高等学校 1,400 4.6 98.2 34.4 40.2 58.1 9.6 0.3 

特別支援学校 530 10.4 77.0 54.2 35.7 60.2 9.8 1.5 
資料：東京都教育庁 令和３年度「児童・生徒のインターネット利用状況調査」 

 

図表 41 １日のインターネット利用時間（東京都） 

 

学校種 （Ｎ） 

一日のインターネット利用時間割合（％） 

①
１
時
間
程
度 

②
２
時
間
程
度 

③
３
時
間
程
度 

④
４
時
間
程
度 

⑤
５
時
間
程
度 

⑥
６
時
間
程
度 

⑦
６
時
間
を
超
え
る 

⑧
ほ
と
ん
ど
使
わ
な
い 

無
回
答 

全体 11,215 21.5 21.5 16.5 10.0 6 4.4 9.4 8.8 2.1 

小学校 6,868 28.8 22.4 13.9 7.2 4.3 2.9 5.4 12.9 2.2 

中学校 2,483 11.4 25.7 25.3 14.6 6.9 4.3 7.7 2.7 1.4 

高等学校 1,377 3.1 8.0 15.0 17.0 12.7 11.4 30.9 0.6 1.4 

特別支援学校 487 21.4 20.1 13.8 6.6 6 5.50 14.6 5.7 6.4 
 

資料：東京都教育庁 令和３年度「児童・生徒のインターネット利用状況調査」   
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図表 42 トラブルや嫌な思い／お子さんから受けた相談（東京都） 

学校種 区分 （Ｎ） 
トラブルや嫌な思い／お子さんから受けた相談割合（％） 

①ある ②ない 無回答 

全体 
児童・生徒 11,215 7.6 88.4 4.0 

保護者 9,792 2.8 96.1 1.0 

小学校 
児童・生徒 6,868 8.9 86.3 4.8 

保護者 6,143 2.2 96.8 1.1 

中学校 
生徒 2,483 5.6 92.4 2.0 

保護者 2,186 4.5 94.8 0.7 

高等学校 
生徒 1,377 4.7 93.2 2.1 

保護者 1,018 2.4 96.0 1.7 

特別支援学校 
児童・生徒 487 8.0 84.2 7.8 

保護者 445 4.9 93.9 1.1 

 

 

学校種 区分 （Ｎ） 

トラブルや嫌な思い／お子さんから受けた相談割合（％） 

①メールやＳ
ＮＳに書き
込んだ文章
が原因で友
達とけんかに
なった 

②グループ内
や、誰もが
見られるとこ
ろで、自分
の悪口や個
人情報を書
かれた 

③無料通話ア
プリなどのグ
ループで仲
間外れにさ
れたり、勝手
に退会させ
られたりした 

④その他 無回答 

全体 
児童・生徒 854 19.9 16.0 20.8 44.0 11.9 

保護者 277 28.2 19.1 9.7 43.3 11.6 

小学校 
児童・生徒 611 15.7 13.6 22.6 45.5 13.7 

保護者 133 19.5 12.8 9.0 51.9 15.0 

中学校 
生徒 139 26.6 23.0 18.0 44.6 5.0 

保護者 98 34.7 28.6 10.2 33.7 8.2 

高等学校 
生徒 65 33.8 23.1 16.9 35.4 7.7 

保護者 24 25.0 16.7 8.3 50.0 8.3 

特別支援学校 
児童・生徒 39 38.5 17.9 10.3 33.3 15.4 

保護者 22 54.5 18.2 13.6 27.3 9.1 

 
資料：東京都教育庁 令和３年度「児童・生徒のインターネット利用状況調査」 
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○ 全国における少年（20 歳未満）が被害者となる刑法犯の認知件数は、平成 22 年

が 26 万 759 件、令和３年が６万 103 件と 11 年間で約 77％減少しています。

しかしながら、未就学児については、微増傾向にあり、被害件数全体に占める割合

は増加しています。 

 

図表 43 少年が主たる被害者となる刑法犯の認知件数の推移（全国） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

資料：警察庁生活安全局少年課 

「令和３年における少年非行、児童虐待、及び子供の性被害の状況」 

注 ：総数は、20歳未満の件数 

  

260,759 

151,644 
131,148 

116,563
102,524 93,795

64,679 60,103

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

平成22 27 28 29 30 令和元 2 3年

未就学 小学生 中学生 高校生 大学生 その他の学生 有職少年 無職少年 総数

（件）

平成
22年

27年 28年 29年 30年
令和
元年

2年 3年

総数 260,759 151,644 131,148 116,563 102,524 93,795 64,679 60,103

　うち未就学 472 551 613 620 643 762 839 728

　うち小学生 24,060 15,319 13,042 11,811 9,680 8,692 6,520 6,394

616160



第
２
章

東
京
の
子
供
と
家
庭
を
め
ぐ
る
状
況

 

（８）子供の貧困 

○ 「相対的貧困率」は、国民一人当たりの可処分所得を高い順に並べ、その中央値

の半分に満たない人の割合を言います。平成 30 年の相対的貧困率は 15.4％で、

うち 17 歳以下の子供の貧困率は 13.5％となっています。 

○ また、18 歳未満の子供がいる現役世帯（世帯主が 18 歳以上 65 歳未満）の相

対的貧困率をみると、平成 30 年は 12.6％となっています。そのうち、大人が２人

以上いる世帯は 10.7%であるのに対し、大人が１人の世帯では 48.1％と約半数を

占め、ひとり親世帯の相対的貧困率が高いことがうかがえます。 

○ 諸外国との比較では、相対的貧困率は OECD 加盟国中６番目に高いほか、ひとり

親世帯の相対的貧困率については、データが公表されている加盟国の中で、最も高

くなっています。 

 

図表 44 （参考）相対的貧困率の年次推移（全国） 

 単位：％  
平成６年 

（1994年） 

平成９年 

（1997年） 

平成12年 

（2000年） 

平成15年 

（2003年） 

平成18年 

（2006年） 

平成21年 

（2009年） 

平成24年 

（2012年） 

平成27年 

（2015年） 

平成30年 

（2018年） 

子供がいる現役世帯 11.3 12.2 13 12.5 12.2 14.6 15.1 12.9 12.6 
 

大人が１人 53.5 63.1 58.2 58.7 54.3 50.8 54.6 50.8 48.1 

大人が２人以上 10.2 10.8 11.5 10.5 10.2 12.7 12.4 10.7 10.7 

相対的貧困率 13.8 14.6 15.3 14.9 15.7 16 16.1 15.7 15.4 

子どもの貧困率 12.2 13.4 14.4 13.7 14.2 15.7 16.3 13.9 13.5 

 

資料：厚生労働省「平成 30年 国民生活基礎調査」 

注 ：相対的貧困率とは、OECD の作成基準に基づき、等価可処分所得（世帯の可処分所得を世帯人員の平方根

で割って調整した所得）の中央値の半分に満たない世帯員の割合を算出したものを用いて算出 

注 ：平成６年の数値は兵庫県を除いたもの 

注 ：平成 27年の数値は熊本県を除いたもの 

注 ：大人とは 18歳以上の者、子どもとは 17歳以下の者、現役世帯とは世帯主が 18歳以上 65歳未満の世帯を

いう。 

注 ：等価可処分所得金額が不詳の世帯員は除く。 
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図表 45 （参考）貧困率の国際比較 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：内閣府「平成 26年版子ども・若者白書（全体版）」出所：OECD（2014）Family database 

“Child poverty” 

注 ：ハンガリー、アイルランド、日本、ニュージーランド、スイス、トルコの数値は 2009 年、 

チリの数値は 2011 年。 

  

順位 国名 割合 順位 国名 割合 順位 国名 割合 順位 国名 割合 順位 国名 割合
1 チェコ 5.8 1 デンマーク 3.7 1 デンマーク 3.0 1 デンマーク 9.3 1 ドイツ 2.6
2 デンマーク 6.0 2 フィンランド 3.9 2 フィンランド 3.7 2 フィンランド 11.4 2 デンマーク 2.6
3 アイスランド 6.4 3 ノルウェー 5.1 3 ノルウェー 4.4 3 ノルウェー 14.7 3 ノルウェー 2.8
4 ハンガリー 6.8 4 アイスランド 7.1 4 アイスランド 6.3 4 スロヴァキア 15.9 4 フィンランド 3.0
5 ルクセンブルク 7.2 5 オーストリア 8.2 5 オーストリア 6.7 5 英国 16.9 5 アイスランド 3.4
6 フィンランド 7.3 6 スウェーデン 8.2 6 スウェーデン 6.9 6 スウェーデン 18.6 6 スウェーデン 4.3
7 ノルウェー 7.5 7 チェコ 9.0 7 ドイツ 7.1 7 アイルランド 19.5 7 オーストリア 5.4
8 オランダ 7.5 8 ドイツ 9.1 8 チェコ 7.6 8 フランス 25.3 8 オランダ 5.4
9 スロヴァキア 7.8 9 スロベニア 9.4 9 オランダ 7.9 9 ポーランド 25.3 9 フランス 5.6
10 フランス 7.9 10 ハンガリー 9.4 10 スロベニア 8.2 10 オーストリア 25.7 10 チェコ 6.0
11 オーストリア 8.1 11 韓国 9.4 11 フランス 8.7 11 アイスランド 27.1 11 スロベニア 6.7
12 ドイツ 8.8 12 英国 9.8 12 スイス 8.7 12 ギリシャ 27.3 12 スイス 7.2
13 アイルランド 9.0 13 スイス 9.8 13 ハンガリー 9.0 13 ニュージーランド 28.8 13 ハンガリー 7.5
14 スウェーデン 9.1 14 オランダ 9.9 14 英国 9.2 14 ポルトガル 30.9 14 ベルギー 7.5
15 スロベニア 9.2 15 アイルランド 10.2 15 アイルランド 9.7 15 メキシコ 31.3 15 ニュージーランド 7.9
16 スイス 9.5 16 フランス 11.0 16 ルクセンブルク 9.9 16 オランダ 31.3 16 ルクセンブルク 7.9
17 ベルギー 9.7 17 ルクセンブルク 11.4 17 ニュージーランド 10.4 17 スイス 31.6 17 英国 7.9
18 英国 9.9 18 スロヴァキア 12.1 18 ベルギー 10.5 18 エストニア 31.9 18 アイルランド 8.3
19 ニュージーランド 10.3 19 エストニア 12.4 19 スロヴァキア 10.9 19 ハンガリー 32.7 19 オーストラリア 8.6
20 ポーランド 11.0 20 ベルギー 12.8 20 エストニア 11.4 20 チェコ 33.2 20 カナダ 9.3
21 ポルトガル 11.4 21 ニュージーランド 13.3 21 カナダ 11.9 21 スロベニア 33.4 21 エストニア 9.7
22 エストニア 11.7 22 ポーランド 13.6 22 ポーランド 12.1 22 ドイツ 34.0 22 スロヴァキア 10.7
23 カナダ 11.9 23 カナダ 14.0 23 オストラリア 12.5 23 ベルギー 34.3 23 ポーランド 11.8

24 イタリア 13.0 24 オーストラリア 15.1 24 ポルトガル 14.2 24 イタリア 35.2 24 日本 12.7

25 ギリシャ 14.3 25 日本 15.7 25 日本 14.6 25 トルコ 38.2 25 ポルトガル 13.1

26 オーストラリア 14.5 26 ポルトガル 16.2 26 ギリシャ 15.8 26 スペイン 38.8 26 アメリカ 15.2
27 韓国 14.9 27 ギリシャ 17.7 27 イタリア 16.6 27 カナダ 39.8 27 ギリシャ 15.2
28 スペイン 15.4 28 イタリア 17.8 28 アメリカ 18.6 28 ルクセンブルク 44.2 28 イタリア 15.4

29 日本 16.0 29 スペイン 20.5 29 スペイン 18.9 29 オーストラリア 44.9 29 チリ 17.9

30 アメリカ 17.4 30 アメリカ 21.2 30 チリ 20.5 30 アメリカ 45.0 30 スペイン 18.2
31 チリ 18.0 31 チリ 23.9 31 メキシコ 21.5 31 イスラエル 47.7 31 メキシコ 21.0
32 トルコ 19.3 32 メキシコ 24.5 32 トルコ 22.9 32 チリ 49.0 32 トルコ 22.6

33 メキシコ 20.4 33 トルコ 27.5 33 イスラエル 24.3 33 日本 50.8 33 イスラエル 13.3

34 イスラエル 20.9 34 イスラエル 28.5 - 韓国 - - 韓国 - - 韓国 -
11.3 13.3 11.6 31.0 9.9OECD平均 OECD平均 OECD平均 OECD平均 OECD平均

相対的貧困率 子どもの貧困率
合計 大人が一人 大人が二人以上

子どもがいる世帯の相対的貧困率
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調査概要 

（９）子供の状況 

○ 東京に住む子供たちが考えていることや感じていることを素直に言葉にでき、発信できる

よう、児童館等の子供の居場所において、インタビューを実施しました。 

 

 

ア 調査対象：都内在住・在学の小学校高学年から 18 歳未満の子供 

イ 調査方法：原則、インタビューを実施。インタビューを実施できなかった子供には、アン

ケートを実施 

ウ 実施時期：令和５年１月から３月 

エ 回答者数：372 名（11 箇所） 

 

 【子供の属性】 

区分 回答者数 

小学生 101 名 

中学生 57 名 

高校生 160 名 

フリースクールに通う学生 54 名 

計 372 名 

 

オ 実施場所 

施設（団体） 回答者数(人) 

児童館・コミュニティセンターなどの公共施設 95 名 

文化関連団体やスポーツ関連団体 83 名 

子供食堂や地域の居場所 15 名 

フリースクールなど義務教育を行う学校以外の学びの場 164 名 

児童養護施設 15 名 

計 372 名 
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カ インタビューの実施内容 

  子供に身近な以下のようなテーマで、はじめに現状を聞き、これまで子供たちが考えたこ

とや感じたことを振り返る質問を積み重ねた後に、子供たちの希望や東京都に対する要望を

質問しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆ 子供の居場所 

（現状）Q：放課後やお休みの日に、どこでどのように過ごしていますか 

（希望）Q：(ほっとできる居場所として)どこで、誰と、どのように過ごしたいですか 

Q：ほっとできる居場所をつくるために、都に何をしてほしいですか 

 

◆ 新型コロナウイルスの感染拡大による子どもの日常生活への影響 

（現状）Q：新型コロナウイルスの感染拡大によって、どんなことを感じていますか 

（希望）Q：感染拡大の影響がなければ、どんなことがしたいですか／そのために東京都

にはどんなことをしてほしいですか 

 

◆ 学校や家庭に関すること 

（現状）Q：あなたは、嬉しい出来事があったとき（誰かに話したくなったとき）、誰に話 

しますか 

（希望）Q：聴いてもらいたいのい聴いてもらえなかった／意見を言っても変わらないと

きにどうしたらいいやすくなると思いますか 

Ｑ：大人や社会が子どもの意見を聴けるようになるために、東京都にどんなこと

をしてもらいたいですか 

65
 

調査概要 

（９）子供の状況 

○ 東京に住む子供たちが考えていることや感じていることを素直に言葉にでき、発信できる

よう、児童館等の子供の居場所において、インタビューを実施しました。 

 

 

ア 調査対象：都内在住・在学の小学校高学年から 18 歳未満の子供 

イ 調査方法：原則、インタビューを実施。インタビューを実施できなかった子供には、アン

ケートを実施 

ウ 実施時期：令和５年１月から３月 

エ 回答者数：372 名（11 箇所） 

 

 【子供の属性】 

区分 回答者数 

小学生 101 名 

中学生 57 名 

高校生 160 名 

フリースクールに通う学生 54 名 

計 372 名 

 

オ 実施場所 

施設（団体） 回答者数(人) 

児童館・コミュニティセンターなどの公共施設 95 名 

文化関連団体やスポーツ関連団体 83 名 

子供食堂や地域の居場所 15 名 

フリースクールなど義務教育を行う学校以外の学びの場 164 名 

児童養護施設 15 名 

計 372 名 

 

 

 

64 6564



第
２
章

東
京
の
子
供
と
家
庭
を
め
ぐ
る
状
況

 

子供の意見 

 

＜どこで＞ 

（よく似た意見をまとめるなど編集しています） 

◆ 子供の居場所 

 

 

・「自宅」という回答割合が 64.6％で最も高く、続いて、「地域の子供の居場所」が 9.3％だ

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「家で」過ごしたいという回答割合が 60.9%で最も高く、続いて、「学校で」が 19.9%だ

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q：放課後やお休みの日に、どこでどのように過ごしていますか （ｎ=345） 

Q：(ほっとできる居場所として)どこで、誰と、どのように過ごしたいですか （ｎ=357） 

１ 自宅（64.6%） 

・平日は家で過ごして、休日は家族と出

かけることが多い 

・家でゲームしていることが多い 

・家がやっぱり落ち着く 

２ 地域の子供の居場所（9.3%） 

・ほっとできる場所。居心地が良い 

・みんなでワイワイできる 

・勉強やゲーム、楽しみながらできる 

・相談しやすい場所になっている 

４ 塾、習い事などの場所（7.8%） 

・塾に毎日行っている。塾で友達とよく

話す 

３ 部活動を行う場所（8.4%） 

・基本、部活動で、休みは寝ちゃう 

・平日は部活 

□ その他（9.9%） 

・公園で遊ぶことが多い   

・バイトか部活が多い。地域の子供の居場所には、妹と歌の練習に来る 

・高校に入ってからは、遠いところに遊びに行っている 

１ 家で（60.9%） 

・自宅で 

・友達の家で 

２ 学校で（19.9%） 

・学校の自習室 

□ その他（12.2%） 

・友だちといられればどこでも大丈夫    

・公園に行くとほっとする 

・お金がかからないことが重要 

・周りに気をつかわず、友達と一緒に楽し

めるところ 

３ 地域の居場所で（12.5%） 

・宿題できるからあった方がいい 

・友達と楽しく遊べる場所 

・友だちといたり、遊んでいれば、ほっ

とする 

・バンド活動、楽器の練習ができる場所 

・好きなだけマンガが読める場所 

４ 塾や習い事の場所で（2.3%） 
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＜どのようにして＞ 

・「家族と」過ごしたいという回答割合が 28.7%で最も高く、続いて、「ひとり」が 25.8%

だった。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・「おしゃべり」して過ごしたいという回答割合が 24.0%で最も高く、続いて、「遊び」が

21.3%だった。 

 
  

＜誰と＞ 

１ 家族と（28.7％） 

・弟たちと、妹と 

・親と 

２ ひとりで（25.8%） 

・ずっとみんなと一緒だと疲れるし、い

い感じのバランスで付き合いたい 

・ダーツを１人で黙々とやっているとき 

３ 居場所の友達と（19.9%） 

・同世代の人が多く、話ができる 

・友達とゲームで盛り上がる時。楽しい 

・仲のよい友だちと一緒にいたい 

３ 学校の仲間と（19.9%） 

・授業の休み時間、友達と馬鹿みたいな

話をしている時間が多分一番幸せ 

１ おしゃべり（24.0%） 

・ガヤガヤしてて、にぎやかで楽しい雰

囲気が伝わってきて楽しい 

・友達に悩みを聞いてもらいたい 

２ 遊び（21.3%） 

・楽しく遊んでいるとき夢中になれる 

・みんなで、思い切り楽しみたい 

・ほかの人と関われる遊びやゲーム大会 

・友達と家で映画みたりお菓子食べたり 

４ ゲーム（17.8%） 

・ボードゲーム、トランプ 

・負けると悲しいけど勝つとうれしい 

３ のんびり（19.6%） 

・カフェに行って、コーヒー飲んで文章

打ってるときが一番好き 

・マンガとか読んでるとき、落ち着く 

５ 趣味・スポーツ （6.7%） 

・料理とか手芸、編み物など手作りのも

のを作りたい、教えてほしい 

６ 食事（4.4％） 

・友達 4 人でクリスマスケーキを作っ

て、楽しかった  

□ その他 （4.7％） 

・他の学校や地域の人と交流したい 

・フリーマーケットのような、ものを交

換するスペースがあると、おもしろい 

７ 学び（おけいこ） （1.5％） 

・伝統芸能（小鼓、日本舞踊） 

・ギターの練習 

５ 塾や習い事の仲間と （2.5%） □ その他（3.1％） 

・地域の居場所の職員。何でも話を聞い

てくれてくれる 
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・「設備や遊具を充実してほしい」という回答割合が 21.6％で最も高い。続いて、「近くに

もっと作ってほしい」が 13.0％だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Q：ほっとできる居場所をつくるために、都に何をしてほしいですか （ｎ=324） 

１ 設備や遊具を充実してほしい(21.6％) 

・グループで使える個室があるといい 

・ギターや卓球のほかにも児童館でしか

できないものがあるといい 

・小学生も利用できる設備を増やす 

・公園に遊具がないから増やしてほしい 

・持ってきたボールや遊具で、遊べる空

間が欲しい 

２ 近くにもっと作ってほしい(13.0%) 

・居心地のよい施設が近くに欲しい。 

・他の場所にも、同じぐらい設備の整っ

た施設ができたらいい 

・学校から遠く、地元に友人が少ない 

３ 安心できる大人にいてほしい(11.4%) 

・話を聞いてくれて真剣に一緒に悩んでく

れる大人がいて欲しい 

・自分の要望をかなえるため、話し合いを

続けて、できるようにしてくれた。 

４ 夜間や休日にも開けてほしい(10.8％) 

・勉強スペースだけでもあけてほしい 

・休日は早めにあけて欲しい 

・夜、静かに読書できるところが欲しい 

５ 子供だけで過ごせる場所がほしい 

 （10.5%） 

・友達と自由に話せる場所が欲しい 

・無料で過ごせるところが少ない 

・踊りの仲間を増やすため、踊りたくな

るような環境を作りたい 

６ 大人になっても居られるようにして 

ほしい（8.3%） 

・大学生になっても来たいぐらい好き 

・卒業しても、来たいと思う 

・スタッフなどで、何か手伝えたら良い 

７ 相談できるようにしてほしい 

（7.4%） 

・気持ちを聞いてくれる人がいたらいい 

・悩みというよりは、楽しかったことを

報告できたらいい 

・となりに安心できる誰かがいてほしい 

 

□ その他（17.0％） 

・今の状態で満足している 

・来やすい雰囲気づくり大事 

・小学生にも勉強できる場所が必要 

・スポーツ、運動、遊びを思い切りでき

る公園や施設をつくってほしい 

・帰宅時、真っ暗なので街灯を明るく 

・学年、学校関係なく全員が楽しめる機

会や交流できるイベント 

・ボランティアあったら参加したい 

・中高生だけの場所だから、年齢制限は

撤廃しないでほしい 
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◆ 新型コロナウイルスの感染拡大による子どもの日常生活への影響 

 

 

・「悪かったと感じる」という回答割合が 54.9％で最も高く、続いて、「何も思わない」が

12.1％だった。その他には、良いことも悪いことも両方あるという意見があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「旅行に行きたい」という回答割合が 23.4％で最も高く、続いて、「遊びに出かけたい」が

19.8％だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q：新型コロナウイルスの感染拡大によって、どんなことを感じていますか （ｎ=224） 

Q：感染拡大の影響がなければ、どんなことがしたいですか／そのために東京都にはどん

なことをしてほしいですか （ｎ=197） 

１ 悪かったと感じる（54.9％） 

・友達と会話できなかった 

・音楽の授業で歌えなかった 

・行事が全部なくなっちゃった 

・黙食が続いた。友達と話したかった 

・外出できなくてイライラした 

 

２ 何も思わない（12.1％） 

・期間が長く、変わったように感じな

い、もう、これが普通 

・学校の生活にも大きな変化はなく、コ

ロナはあまり意識していない 

３ 特にない（9.4％） ４ わからない（8.0％） 

５ 良かったと感じる（4.5％） 

・自由時間が増えた。学校を休めた 

・早起きしなくて済んだ 

・今までできなかった趣味などができた 

２ 遊びに出かけたい（19.8％） 

・感染のリスクなく、遊ぶ所、安全で満

足する居場所がなかった 

・気軽に外に遊びに行けなかった 

１ 旅行に行きたい（23.4％） 

・海外に行ってみたかった 

・長く行けなかった祖母に会いに行く 

 

４ 今と変わらない（17.3％） 

・友達との関係は変わらない 

・家族との会話も変わらなかった 

３ 話しながらご飯を食べたい(18.3％) 

・友達とおしゃべりしながら給食を食べ

るのは学校の楽しみのひとつ 

・レジャーシートを広げて皆で話しなが

らお弁当を食べたい 

・ 
６ 体を動かしたい（2.0％） 

・自転車で遠くへ行きたい 
５ 友達と一緒にいたい（10.2％） 

・友達と遠足にいきたい 

・友達の家で遊びたい □ その他（9.1％） 

・学校行事がしたい 

□ その他（12.0％） 

・健康チェックの記入が面倒だった 

・良いことも悪いこともあった 
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＜誰に話すか＞ 

◆ 学校や家庭に関すること 

 

 

 

・「友達」という回答割合が 47.0％で最も高く、続いて、「家族」が 40.4％だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「話しやすいから」という回答割合が 65.5％で最も高く、続いて、「信用できるから」が

12.8％だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Q：あなたは、嬉しい出来事があったとき（誰かに話したくなったとき）、誰に話しますか、

それはなぜですか。（ｎ=317） 

１ 話しやすいから（65.5％） 

・家族にいったん話すと安心できる 

・地域の居場所で、話しやすい友だちが

作れたっていうのが、うれしかった 

・疲れて帰宅する親には話しかけにくい 

３ わかってくれるから（10.2%） 

・お笑いのライブに行ったことを話した

ら、共感してもらえた 

・ 

２ 信用できるから（12.8%） 

・相談すれば、悩みごとや心配ごとが解

決できるから 

 

４ よろこんでくれるから（5.3%） 

・ほめてくれるからより嬉しくなる。や

る気が出てくる 

・ 

□ その他（％） 

・SNS を使えば、多くの人に発信できる、内容に興味のある人が集まってくれる 

２ 家族（40.4％） 

・ゲーム大会で優勝したこと話したら、

喜んでくれた 

・ダンスを先生に褒めてもらえたことが

嬉しくて、親に話した 

１ 友達（47.0％） 

・友達に自分が好きなものを共感しても

らえたのが嬉しかった 

・友達と行ったキャンプが楽しかったの

で、行ったことのない友達に話した 

 

□ その他（10.7％） 

・地域の居場所の所長 

・児童館の職員 

３ 学校の先生（1.9％） 

・先生とお手玉の話をしていたので、う

まくできたことを伝えたいと思った 

Q：それはなぜですか。 （ｎ=304） 
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・「子供が意見や考えを伝えやすい場所や環境をつくる」という回答割合が 37.0％で最も高

く、続いて、「してもらいたいことはない」が 30.7％だった。 

 

 

  

Q：聴いてもらいたいのに聴いてもらえなかった／意見を言っても変わらないときにど

うしたらいいやすくなると思いますか 

Ｑ：大人や社会が子どもの意見を聴けるようになるために、東京都にどんなことをして

もらいたいですか （ｎ=319） 

 

１ 子供が意見や考えを伝えやすい場所

や環境をつくる（37.0%） 

・東京都の窓口って緊張してしまう。も

っと気軽に相談できるところがほしい 

・顔が見えない関係よりも、信頼関係が

築けている場所や環境が良い 

・ 

２ してもらいたいことはない(30.7%) 

・言っても、わかっているのかなという

感じで、自分でため込むことが多い 

３ SNS などで、子供の意見を聞く新

しい方法をつくる（9.1%） 

・子供の意見を聞く場を作ってみて、広

めたらいいかなと思う 

・相談相手の性別がわかった方がいい、

女性男性の希望ができるように 

４ 自分の代わりに意見を伝えてくれる

人を準備する（8.8%） 

・親身になって、そうだよねって話を聞

いてくれる人がいれば、話しやすい 

□ その他（8.8%） 

・自分の話は、あまりしない 

５ 東京都が、大人に子供の意見を聞く

ように伝える（5.6%） 

・大人に言っても、全然話にならなく

て、話をすることをあきらめた 
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（小学生世代） 

・言いやすかった。楽しかったのでよかったです。時間が過ぎるのが早かった。 

・今の自分の思いをこういうふうに、はっきり言うことができたからよかった。先生とかに

言えないことが言えてよかった。思っていたことをわかってもらえたし、みんなが思って

いたことがわかった。 

・友達と参加できて話しやすかった。ファシリテーターがやさしくて言いやすかった。 

・自分が今までかかえていたなやみを聞いてくれてとてもうれしかったです。 

・意見を出せてよかった。参考にしてほしい。話したことが参考になるのはうれしい。 

 

（中学生・高校生世代） 

・とても良い機会だった。自分の思うことを言えたので心残りはない。 

・時間の都合でザックリとした内容しか話せなかったので、更に具体的な話がしたかった。 

・自分と同じ世代の人の意見や悩みを聞けて参考になった。 

・意見が自由に言える場でとても良かった。 

・思っていることを直接届けられる機会はなかなか無いので、率直に伝えることができてあ

りがたかった。今後も定期的に開催してくれるとうれしい。 

・自分の思っていることをみんなが分かってくれ、自分だけではないんだなと思った。 

・普段話す機会のない子たちとお話しできて楽しかった。 

・質問がわかりやすかったので答えやすかった。 

・自分の言った意見などが何かの役に立ってくれたらうれしい。コロナ禍について考えるこ

とができてよかった。制限されていることがたくさんあったことに気づいた。 

・今まで何年もだれにも言えなかった事を生まれて初めて言えてとてもうれしかった。ほん

の少し楽になった気がする。 

○ 終了後、子供たちにインタビューの感想を用紙に記入してもらいました。 
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２ 東京都における子供・子育て支援の状況 

これまでみてきた状況に対応するため、都は、様々な施策を展開してきました。 

ここでは、現在、都が取り組んでいる子供・子育て施策の実施状況について概観し

ます。 

（１）幼稚園・保育サービスの利用状況 

○ 過去約 30 年間の教育・保育施設等の利用状況の推移を見ると、幼稚園の利用児

童数が緩やかに減少が続き、保育施設等の利用児童数は増加が続いていましたが、

令和４年は減少しました。 

 

図表 46 幼稚園・保育施設等の利用状況の推移 

 
 

資料：東京都総務局「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」（各年１月１日現在）、 

東京都総務局「学校基本調査報告」、東京都福祉保健局 

注 ：幼稚園は各年５月１日現在、認可保育所、認証保育所、認定こども園及びその他保育は各年４月１日現

在、就学前児童数は各年１月１日現在 

注 ：認定こども園の利用児童数は、幼保連携型及び幼稚園型を利用する保育を必要とする子の合計 
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○ 都における教育・保育施設等の年齢別利用状況を見ると、３歳で幼稚園の利用割

合が 35.4%、４歳以上では 41.3%となります。 

 

図表 47 教育・保育施設等の年齢別利用状況（令和４年） 

 
資料：東京都総務局「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」（令和４年１月１日現在）、 

東京都総務局「学校基本調査報告」、東京都福祉保健局 
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（２）幼稚園の状況 

ア 在園児数 

○ 東京都の幼稚園の状況について見ると、在園児数は、減少傾向が続いています。

全国の在園児数も、減少傾向が続いています。 

 

図表 48 幼稚園児数（全国・東京都） 

 
 

資料：文部科学省「学校基本調査」、東京都総務局「学校調査基本報告」 
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イ 就園率 

○ 東京都の３～５歳児童の幼稚園就園率は 38.3％であり、いずれの年齢において

も全国の就園率より高くなっています。 

 

図表 49 年齢別幼稚園就園状況（令和４年） 

 
資料：総務省「人口推計」、文部科学省「学校基本調査」、東京都総務局「学校基本調査報告」、 

東京都教育庁「教育人口等推計報告書」 

注 ：全国は、令和３年 10月現在の年齢別人口（総務省「人口推計」）と令和４年５月１日現在の園児数 

（文部科学省「学校基本調査」）より算出 

  

38.3%
34.5%

38.4%
41.8%

32.6%
29.9%

33.1% 34.7%

0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%

3-5歳児全体 3歳児 4歳児 5歳児

東京都 全国

7676



第
２
章

東
京
の
子
供
と
家
庭
を
め
ぐ
る
状
況

ウ 幼稚園数 

○ 東京都の幼稚園数は、除々に減少しています。 
 

図表 50 幼稚園数（東京都） 

 
資料：東京都総務局「学校基本調査報告」 

注 ：幼稚園数は、休園している園も含む。 
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エ 預かり保育 

○ 預かり保育とは、教育課程に係る教育時間の終了後に希望する者を対象に行う教

育活動のことです。東京都においては、公立で約７割、私立で約９割の幼稚園が預

かり保育を実施しています。 

○ 長期休業期間中の預かり保育の実施状況を見てみると、令和３年の実施率は

77.9％であり、夏季、冬季及び春季休業日のいずれも実施している割合は 68.3％

となっています。 

図表 51 預かり保育実施状況 

 
資料：文部科学省調査「幼児教育実態調査」 

 

図表 52 長期休業期間中の預かり保育実施状況 

 
資料：文部科学省調査「幼児教育実態調査」 
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オ 幼稚園教諭免許状授与件数 

○ 東京都教育委員会が授与した幼稚園教諭免許状の件数は、除々に減少しています。 

図表 53 幼稚園教諭免許状授与状況（東京都教育委員会授与分） 

 
資料：文部科学省「教員免許状授与件数等調査」 

注 ：東京都教育庁の報告数 

 

カ 教員数 

○ 東京都の幼稚園の教員数（本務教員数）は、１万人強で推移しています。 

図表 54 教員数（東京都） 

 
資料：東京都総務局「学校基本調査報告」 

注 ：本務者のみを計上 
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（３）保育サービスの状況 

ア 保育ニーズの状況 

（保育サービスの利用状況） 

○ 都における令和４年４月の状況をみると、認可保育所の定員充足率は９割以上、

認証保育所の定員充足率は８割以上となっています。 

○ 保育サービスの利用児童数は、令和４年４月現在で 323,879 人、就学前児童人

口に対する比率（利用率）は、54.4％となっています。保育サービスの利用率は、

年々増加しています。 

図表 55 認可保育所と認証保育所の利用状況（令和４年４月） 

 

 認可保育所 認証保育所 

定員 319,510 人 15,529 人 

利用児童数 289,076 人 12,649 人 

定員充足率 90.5％ 81.5％ 
 

資料：東京都福祉保健局 

 

図表 56 保育サービス利用児童数等（東京都） 

 
資料：東京都福祉保健局 
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（増加する保育ニーズへの対応） 

○ 保育を必要としているにもかかわらず、保育サービスを利用できない児童を、待

機児童といいます。都内の待機児童数は、平成 20 年度に増加に転じ、その後、   

７千人から８千人台で推移してきました。待機児童の約９割は、０～２歳児が占め

ています。 

○ 都は、平成 27 年３月の第１期計画の策定に際し、区市町村や保育事業者の負担

を軽減する都独自の支援を行うとともに、多様な設置主体の参入を促すため、株式

会社や NPO 法人などが行う施設整備に対する独自補助を実施し、保育サービスの

拡充を進めてきました。 

○ また、平成 28 年９月に、「待機児童解消に向けた緊急対策」を取りまとめ、平成

28 年 12 月に策定した「2020 年に向けた実行プラン」において、平成 28 年４

月１日から平成 31 年度末までの４年間で保育サービス利用児童数を７万人増やす

ことを目標としました。 

○ さらに、平成 29 年９月には、「待機児童解消に向けた追加対策」を取りまとめ、

平成 30 年１月の「「３つのシティ」の実現に向けた政策の強化」において、平成 29

年４月１日から平成 31 年度末までの３年間で保育サービス利用児童数を６万人増

やすことを目標とし、平成 26 年から平成 31 年の 5 年間で、待機児童数は、8,672

人から 3,690 人と、約 5,000 人減少しました。 

○ 令和２年３月に策定した本計画においては、平成３１年４月１日から令和４年度

末までの３年間で保育サービス利用児童数を 42,000 人増やすことを新たな目標

とし、更なる保育サービスの拡充を進めてきました。 

○ こうした取組の結果、令和４年には、待機児童数は、3,690 人から９割以上減少

し、300 人となり、保育サービス利用率は、48.2%から 54.4%と上昇しました。 

○ 保育ニーズに的確に対応していくためには、顕在化しているニーズだけでなく、

今後の動向（潜在的ニーズ）を踏まえるとともに、地域における保育ニーズの変化

にもきめ細かく対応していく必要があります。 
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図表 57 都内の待機児童数（各年４月１日現在） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

資料：東京都福祉保健局 
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イ 多様な保育サービス 

○ 都は、これまでも、保育の実施主体である区市町村による、認可保育所、認証保

育所、認定こども園、家庭的保育など、地域の実情に応じた多様な保育サービスの

整備を支援してきました。 

○ また、ライフスタイルや就労形態の多様化、特に配慮を要する子供が増加する中、

実施主体である区市町村が、延長保育や夜間保育、病児保育、医療的ケア児対応な

ど、ニーズに応じたきめ細かい保育の提供が行えるよう、支援していく必要があり

ます。 

 

図表 58 保育サービス種別ごとの利用児童数 各年４月１日現在  
 認可 

保育所 
認証 

保育所 
認定 

こども園 
家庭的 

保育事業 
小規模 

保育事業 
事業所内保

育事業 
居宅訪問型
保育事業 

定期利用保
育事業 

企業主導型
保育 

区市町村単
独施策 

合計 

平成30年度 254,484人 17,890人 5,822人 1,669人 7,338人 684人 126人 1,285人 348人 4,121人 293,767人 

31年度 269,627人 16,218人 6,269人 1,640人 7,619人 752人 160人 1,201人 727人 4,963人 309,176人 

令和2年度 283,014人 14,734人 6,804人 1,496人 7,545人 736人 186人 1,077人 772人 4,194人 320,558人 

3年度 287,937人 13,645人 7,758人 1,279人 7,213人 667人 164人 771人 745人 4,308人 324,487人 

4年度 289,076人 12,649人 8,348人 1,216人 6,759人 656人 134人 621人 726人 3,694人 323,879人 

 
資料：東京都福祉保健局 

 

図表 59 多様な保育サービスの実施状況 各年度補助事業実績 

 

 保育所数 
延長保育実施保育所数 休日保育実施 

保育所数 （夜間保育を含む。） うち２時間以上延長 

平成28年度 2,342施設 2,140施設 757施設 67施設 

29年度 2,558施設 2,314施設 857施設 52施設 

30年度 2,811施設 2,673施設 1,093施設 53施設 

31年度 3,066施設 2,905施設 1,249施設 53施設 

令和2年度 3,325施設 3,095施設 1,394施設 68施設 

令和３年度 3,477施設 3,284施設 1,451施設 70施設 
 

 一時預かり 
利用児童数 

定期利用 
保育利用 
児童数 

障害児保育 病児・病後児 

保育所数 児童数 実施区市 施設数 

平成28年度 1,371,284人 165,757人 1,651施設 4,902人 48か所 134施設 

29年度 2,189,740人 190,940人 1,772施設 5,215人 48か所 144施設 

30年度 2,441,434人 205,207人 1,969施設 5,597人 48か所 149施設 

31年度 2,700,714人 185,622人 2,046施設 5,866人 48か所 159施設 

令和2年度 2,253,704人 156,561人 2,183施設 6,457人 48か所 161施設 

３年度 2,678,738人 131,687人 2,324施設 6,952人 48か所 159施設 
 

資料：東京都福祉保健局 
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ウ 保育士 

○ 保育サービスの拡充を進める上で、保育人材の確保は極めて重要です。 

○ ここ数年の新規の保育士登録者数は、６千人台から８千人台で推移しています。

登録簿記載者数は増加していますが、資格を有していても保育以外の分野に就業し

ている方や退職して働いていない方も多く、こうした潜在保育士の活用も課題とな

っています。 

○ 令和４年度に実施した東京都保育士実態調査結果によると、現在保育に従事して

いる保育士のうち８割近くの方が「今後も保育士として働き続けたい。」としていま

す。約２割が退職の意向をもっていますが、退職意向の理由は、「給料が安い」、「仕

事量が多い」、「労働時間が長い」など、勤務条件に関わるものが高い割合を示して

います。 

 

図表 60 保育士登録数 

 

 新規登録者数 登録簿記載者数 

平成29年度 8,442人 133,536人 

30年度 8,033人 141,569人 

令和元年度 8,195人 149,764人 

2年度 6,523人 156,287人 

3年度 7,114人 163,401人 

 
資料：東京都福祉保健局 

  

84
84



第
２
章

東
京
の
子
供
と
家
庭
を
め
ぐ
る
状
況

 

 

図表 61 現任保育士の就業継続に関する意識（令和４年） 

 
資料：東京都福祉保健局「東京都保育士実態調査」 

 

図表 62 退職を考えている現任保育士の退職意向理由（令和４年） 

 
資料：東京都福祉保健局「東京都保育士実態調査」 
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エ 質の確保及び向上 

○ 保育サービスは、児童に対する保育の実施にとどまらず、保護者に対する支援や、

良質な保育環境によって、子供のより良い育ちに資するものでなくてはなりません。 

○ そのためは、多様な保育サービスの充実と合わせて、保育の質の確保・向上を図

る必要があります。 

○ 保育人材の資質向上のための研修の受講促進、区市町村との連携による適切な指

導監督、第三者評価の受審の促進のほか、事故防止の徹底や事故が発生した場合の

再発防止の取組が重要です。  

8686



第
２
章

東
京
の
子
供
と
家
庭
を
め
ぐ
る
状
況

 

（４）認定こども園の状況 

○ 東京都の認定こども園の認可・認定件数は 167 施設（令和４年４月１日現在）

となっており、このうち幼稚園型が 61 施設、保育所型が 53 施設となっています。 

○ また、定員（令和４年４月１日現在）は、都全体で 31,536 人、そのうち保育を

必要とする子の定員が 15,075 人、それ以外の子の定員が 16,461 人となってい

ます。 

図表 63 認定こども園の認可・認定件数の推移（各年４月１日現在）（東京都） 

 認可・認定件数 幼保連携型 幼稚園型 保育所型 地方裁量型 

平成 20 年 19 件 4 件 9 件 3 件 3 件 

25 年 91 件 14 件 46 件 21 件 10 件 

26 年 103 件 16 件 51 件 26 件 10 件 

27 年 93 件 17 件 34 件 34 件 8 件 

28 年 109 件 21 件 40 件 40 件 8 件 

29 年 120 件 27 件 42 件 43 件 8 件 

30 年 129 件 30 件 46 件 46 件 7 件 

31 年 145 件 32 件 55 件 51 件 7 件 

令和 2 年 155 件 34 件 60 件 53 件 8 件 

3 年 162 件 40 件 61 件 53 件 8 件 

４年 167 件 45 件 61 件 53 件 8 件 

資料：東京都福祉保健局 （注：幼保連携型認定こども園は、平成２７年度から認可施設に制度変更） 

 

図表 64 認定こども園の認定件数（令和４年４月１日現在） 

 

 

認可・認定

件数 
公立 私立 幼保連携型 幼稚園型 保育所型 地方裁量型 

東京都 167 件 30 件 137 件 45 件 61 件 53 件 8 件 

全国 9,220 件 1,414 件 7,806 件 6,475 件 1,307 件 1,354 件 84 件 

資料：内閣府「認定こども園に関する状況について（令和４年４月１日現在）」 

（注：幼保連携型認定こども園は、平成２７年度から認可施設に制度変更） 

図表 65 認定こども園の定員（東京都）（令和４年４月１日現在） 

 0 歳 1 歳 2 歳 満 3 歳 3 歳 4 歳 5 歳 計 

全体 970 人 1,818 人 2,127 人 798 人 8,030 人 8,850 人 8,943 人 31,536 人 

保育を必要とする子 970 人 1,818 人 2,127 人 0 人 3,316 人 3,403 人 3,441 人 15,075 人 

上記以外の子 0 人 0 人 0 人 798 人 4,714 人 5,447 人 5,502 人 16,461 人 

資料：東京都福祉保健局 
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（５）学齢期の子供たちの状況 

○ 令和４年度の全国学力・学習状況調査の結果によると、東京都の小・中学生の平

均正答率は、全ての教科において全国平均正答率を上回っています。しかし、全国

平均正答率を上回っていない設問もあるため、今後とも、「確かな学力※１」の定着と

伸長に取り組む必要があります。 

※１ 確かな学力…… 知識や技能に加えて、学ぶ意欲や自分で課題を見付け、自ら学び、主体

的に判断し、行動し、よりよく問題解決する資質や能力等まで含めたもの 

   
図表 66 令和４年度の全国学力・学習状況調査の結果（平均正答率） 

小学校                 中学校 

 東京都(全国)   東京都(全国) 

国語 ６９％(65.6％)  国語 ７０％(69.0％) 

算数 ６７％(63.2％)  数学 ５４％(51.4％) 

 

図表 67 全国学力・学習状況調査の結果（全国平均正答率を上回っている設問の割合） 

 

 
 

資料：文部科学省「全国学力・学習状況調査結果」 

注 ：全ての教科の正答数を合計して割合を算出 

注 ：実施教科は、国語、算数・数学、理科(令和元年度)、 

国語、算数・数学、英語(３年度）（英語は中学校のみ。「話すこと」調査の結果は除く） 

国語、算数・数学、理科(４年度) 

  

85.7%

95.7%

90.0% 90.0%91.5%

83.7%

60%

70%

80%

90%

100%

小学校 中学校

令和元年度 3年度 4年度

8888



第
２
章

東
京
の
子
供
と
家
庭
を
め
ぐ
る
状
況

 

○ 国や都の学力調査の結果によると、特に算数のような積み上げ型の教科において

は、習熟の進んでいる層から遅れがちな層までの幅広く分布しているため、個に応

じた指導の充実が不可欠です。 

図表 68 小学校第５学年 「小学校算数」 正答数分布 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：東京都教育庁「平成 31年度児童・生徒の学力向上を図るための調査」 

 

○ 令和４年度の全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果によると、東京都の児

童・生徒の体力は、特に中学生で、全国の中で順位が低い状況にあります。次代の

東京を担う健やかな児童・生徒の育成のため、実効性のある更なる総合的な体力向

上施策が必要です。 

図表 69 全国体力・運動能力、運動習慣等調査における東京都の順位 

 
 

  平成 22 27 28 29 30 令和元 3 4 年 

小５男 53.54 53.90 54.19 54.34 54.28 53.81 52.85 52.59 

小５女 54.07 55.25 55.80 56.03 56.00 55.66 54.71 54.40 

中２男 38.66 39.88 40.67 40.92 41.02 40.54 39.76 40.08 

中２女 45.78 47.40 48.32 49.01 49.54 49.40 47.38 46.62 
 

資料：スポーツ庁「全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果」  
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○ 令和３年度の調査によると、都内公立小学校、中学校、高等学校、特別支援学校

におけるいじめの認知件数の合計は、前年度と比べ 17,297 件の増加となる

59,835 件であり、小学校、中学校、特別支援学校において増加し、高等学校では

減少しています。各学校においては、「東京都いじめ対策推進基本方針」や「東京都

教育委員会いじめ総合対策」を踏まえ、いじめの未然防止、早期発見、早期対応、

重大事態への対処の各段階に応じた具体的な取組を推進していく必要があります。 

 

図表 70 いじめ認知件数の推移（東京都） 

 
資料： 「『令和３年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査』について」 
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○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、学校の授業がわからないと感じること

が増えたと答える子供が２割強となり、所得の中央値の半分を下回る家庭（貧困家

庭）では３割強と高くなっています。 

 

図表 71 学校の授業がわからないと感じることの変化（全国） 

  
資料：内閣府 子供の生活状況調査（令和３年） 

中学生への質問：あなたの現在の生活は、新型コロナウイルス感染症の拡大により学校が休校になる前（2020 

年２月以前）と比べて、どのように変わったと思いますか。 

 

○ 子供たちのこころの状況としては、コロナ禍で、イライラや不安を感じたり、気

分が沈むと感じる子供は３割弱となっています。家庭の収入の状況による差異は見

られません。  

図表 72 イライラや不安を感じたり、気分が沈むことの変化（全国） 

 
資料：内閣府 子供の生活状況調査（令和３年） 

中学生への質問：あなたの現在の生活は、新型コロナウイルス感染症の拡大により学校が休校になる前（2020 

年２月以前）と比べて、どのように変わったと思いますか。 
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（６）地域の子供・子育て支援サービスの状況 

○ 地域の子供・子育て支援サービスの実施主体である区市町村は、子育て家庭に対

して、地域の実情に応じ、様々な事業を組み合わせながら子育てサービスを提供し

ていますが、コミュニティの希薄化や、それに伴う子育ての孤立化、共働き世帯の

増加、多様化するニーズなどの課題に対応するため、一人ひとりの状況に応じたよ

りきめ細かな対応が求められています。 

○ 東京都は、第一子出産時の母の平均年齢が全国で最も高く、晩産化が進行してい

ます。（図表８参照） 

○ 若い世代における妊娠適齢期等に関する理解は十分ではなく、高齢になってから

不妊症で悩む方が多くいます。 

○ このため、若い世代へ妊娠・出産やライフプランに関する普及啓発や検査・治療

への支援が必要です。 

○ 令和４年４月から特定不妊治療が保険適用されましたが、保険適用された体外受

精及び顕微授精と併せて自費で実施した先進医療については、全額自己負担となり、

経済的負担がかかることから、治療に要する費用の一部を助成することにより、子

供を産み育てたいと願う夫婦を支援していく必要があります。 

○ 一方で、妊娠はするものの、２回以上の流産等により結果的に子供を持てないと

される、いわゆる不育症に悩む方へ、安心して出産に臨めるよう支援することも求

められています。 

○ 地域のつながりの希薄化等により、妊娠・出産・子育てに関して、誰にも相談で

きず、また、正しい情報が得られず、不安を抱える妊婦や保護者が多くなっていま

す。 

○ 都は区市町村に対して、妊娠期から切れ目のない支援を行う、東京都出産・子育

て応援事業・とうきょうママパパ応援事業や、乳幼児を持つ保護者が安心して外出

を楽しめるよう授乳やおむつ替えができる赤ちゃん・ふらっとの整備など、都独自

の支援を実施します。 

○ 同時に二人以上の妊娠・出産・育児が必要な多胎児の家庭や、既に小さい子供が

いる多子世帯は身体的・精神的負担が大きく、育児支援の必要性が高まっています。 

○ 妊産婦をはじめ、子供や子育て家庭が、教育・保育施設や地域の子育て支援事業

等を円滑に利用できるよう、身近な場所で情報提供や相談を行う利用者支援事業は、

令和３年度末時点で、都内 54 区市町村で実施されています。 

○ 子供と家庭に関する第一義的な相談窓口であり、地域のネットワークの中心的な

役割でもある子供家庭支援センターは、令和４年度現在、ほぼ全ての区市町村で設
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置されています。また、虐待対策コーディネーターや主任虐待対策ワーカーを配置

するなど、虐待対応力の強化も進めています。 

 

○ 子供家庭支援センターの相談対応件数は年々増加しており、令和３年度は

76,525 件となっています。 

図表 73 子供家庭支援センター相談対応件数 

 
資料：東京都福祉保健局「区市町村児童家庭相談統計」 

 

○ 地域の子育てサービスを紹介したり、支援が必要な家庭を早期に把握し、必要な

子育てサービス等につなげるための取組は重要です。そのひとつである乳児家庭全

戸訪問事業の訪問率は都内全体でおおむね９割となっています。 

○ 在宅で子育てをしている親子に、地域の身近な場所でつどいの場を提供し、子育

てについての相談支援や情報提供、子育てサークルの支援等を行う子育てひろばは、

着実に整備が進んでおり、令和３年９月現在、都内に 1,032 か所設置されていま

す。近年は、地域支援や利用者支援事業の機能、子育て家庭の孤立化の防止や虐待

の未然防止の役割も担っています。 

○ 子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ）や子育て援助活動

支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）、一時預かり事業など、緊急時等

に一時的に子供を預かるサービスのニーズが高まっています。多くの自治体が、子

供を預かる事業を行っていますが、区市町村により、同じ自治体内に実施施設がな

い、又は利用できる年齢や日数の上限が異なるなど、実施体制にばらつきがありま

す。 

○ 学童クラブ事業は、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に対して、放
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課後に安心して遊び、生活できる場所を確保する事業です。児童福祉法の改正に伴

い、各区市町村は学童クラブの設備及び運営の基準について、省令で定める基準を

踏まえて条例を制定し、各クラブはその条例に基づいて運営されています。 

○ 学童クラブの設置数、登録児童数はいずれも近年増加傾向にありますが、利用申

込みをしたが学童クラブに登録できなかった児童（待機児童）も発生しています。

学童クラブの利用希望や地域の実情を踏まえて、整備を進める必要があります。 

図表 74 学童クラブ登録児童数と待機児童数の推移（各年５月１日現在、令和２年のみ７月１日現在） 

 
資料：東京都福祉保健局 

 

図表 75 学童クラブ設置数（各年５月１日現在、令和２年のみ７月１日現在） 

 

 
資料：東京都福祉保健局 
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○ 放課後の子供たちの安全・安心の確保に対する保護者のニーズが非常に高いこと

から、移動時のリスクを回避するため、送迎支援や学校内での学童クラブの設置を

促進する必要があります。 

図表 76 学童クラブを利用するに当たって望むこと 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：東京都福祉保健局「平成 29年度東京都福祉保健基礎調査」 
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○ 放課後の子供たちの居場所としては、学童クラブのほか、教育部門が行う放課後

子供教室があります。放課後子供教室は、学校等を利用して放課後等の子供の居場

所を設け、学習や体験・交流活動を行う事業で、令和３年度には 5６区市町村 1,258

か所で実施しています。 

図表 77 放課後子供教室の推移 

 
 平成27年度 28年度 29年度 30年度 令和元年度 2年度 3年度 

教室数（か所） 

（都立特別支援学校含む。） 
1,158 1,200 1,240 1,260 1,272 1,270 1,258 

区市町村数 55区市町村 55区市町村 55区市町村 55区市町村 55区市町村 55区市町村 56区市町村 
 

資料：東京都教育庁 

 

○ 国は、平成 30 年 9 月に「新・放課後子ども総合プラン」を策定しました。この

中で、学童クラブと放課後子供教室を一体的に又は連携して実施することを推進し

ていますが、まだ十分な取組が行われていない区市町村もあります。 
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（７）特に支援を必要とする子供と家庭の状況 

ア 子供の貧困 

○ 生活保護世帯に属する子供や児童養護施設の子供の大学等への進学率は、全世帯

（都内）の進学率よりも低くなっています。 

図表 78 大学等への進学率 

 
資料：厚生労働省社会・援護局保護課調べ。全世帯は、文部科学省「学校基本調査」 

 

○ 家庭の課題の早期発見にもつながる妊娠届出者に対する面接を行った割合は、大

幅に上昇しています。 

図表 79 妊娠届出者に対する面接を行った割合  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：母子保健事業報告年報（東京都福祉保健局）より 
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イ ヤングケアラー 

○ 厚生労働省の調査では、家族の中に世話をしている人がいる子供の割合は、中学

２年生で 5.7％、高校２年生で 4.1％となっています。また、家族の中に世話をして

いる人がいる子供のうち、相談したことがない割合が６割強となっており、ヤング

ケアラーが悩みなどを相談しやすい環境の整備などが必要です。 

 

図表 80 家族の中に世話をしている人がいる子供の割合（全国）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：厚生労働省 ヤングケアラ―の実態に関する調査研究（令和２年度） 

 

図表 81 家族の中に世話をしている人がいる子供のうち、相談したことがない割合（全国）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省 ヤングケアラーの実態に関する調査研究（令和２年度）
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9898



第
２
章

東
京
の
子
供
と
家
庭
を
め
ぐ
る
状
況

 

ウ 児童虐待 

○ 児童虐待相談の件数は、増加傾向にあります。体制の強化や人材育成など児童虐

待への対応力向上とともに、未然防止と早期発見の取組が求められています。また、

保護者対応や子供の安全確保など、様々な場面で、子供家庭支援センター、保健所・

保健センター、学校、幼稚園、保育所、医療機関、警察、児童相談所等の地域の関

係機関が連携し、要保護児童対策地域協議会の機能を活用するなどして、一貫して

取り組むことが重要です。 

 

図表 82 児童虐待相談の対応件数 

 
資料：東京都福祉保健局 
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図表 83 児童虐待を防ぐ社会的な働きかけの中で大切なこと 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」（平成 29年度） 

○ 児童虐待相談件数の増加に伴い、一時的な保護が必要な児童の数も増加していま

す。このため、一時保護所の定員数を拡充するとともに一時保護委託を積極的に活

用します。入所する児童の権利が尊重され安心した生活ができるよう、児童の年齢

に応じた個別対応環境の整備を進めることも必要です。また、一時保護や施設入所

等により家族分離した児童が、家庭復帰をする際には、虐待の再発を防止し、親子

で安定的な生活を継続させるための支援も必要です。 

図表 84 一時保護所 新規入所状況 
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エ 社会的養護 

○ 東京都における社会的養護を必要とする子供は、現在約４千人おり、その子供た

ちの多くは、児童養護施設、乳児院、養育家庭などで暮らしています。 

○ 児童虐待等の相談件数の増加に伴い、一時保護所に入所する児童や、その後児童

養護施設や乳児院に入所する児童も増加してきました。 

○ 児童養護施設の入所率は、非常に高い割合で推移しています。一方、乳児院は、

近年、割合が低下しています。 

 

図表 85 社会的養護のもとで育つ児童数の推移（各年度３月１日現在）（東京都） 

 
資料：東京都福祉保健局 

（児童養護施設及び乳児院は各年度３月１日現在、養育家庭等及びファミリーホームは各年度末現在。令

和２年度以降、特別区児童相談所による措置分を含む） 

 

図表 86 児童養護施設・乳児院の入所状況の推移 

 
資料：東京都福祉保健局 
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図表 87 社会的養護のうち養育家庭・ファミリーホーム・グループホームで 

育つ児童の割合（各年度３月１日現在）（東京都） 

 
資料：東京都福祉保健局 

（児童養護施設及び乳児院は各年度３月１日現在、養育家庭等及びファミリーホームは各年度末現在。令

和２年度以降、特別区児童相談所による措置分を含む） 

 

○ 施設等に入所している子供は、虐待等を原因として心に深い傷を受け情緒的な課

題などを抱えていることも多いことから、個別的なケアや専門的なケアが求められ

ています。 

 

図表 88 児童養護施設入所児童の状況（令和２年６月） 

 
資料：東京都福祉保健局  
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○ 社会的養護のもとにある子供は、経済的な問題や、それまでの養育環境により学

習習慣が身についていないなどによる学力不足などから、自らが希望する進路に進

めない場合があります。 

図表 89 令和４年３月卒業児童の進路状況（東京都） 

 
 大学等 専修学校等 就職 

児童養護施設入所者 26.5% 17.5% 37.0% 

全高卒者 71.5% 16.1% 5.2% 

 
資料：児童養護施設現況調査及び学校基本調査 

 

○ また、児童養護施設退所者（ケアリーバー）は、退所後も親族等によるサポート

が得にくく、就労した子供の約 50%が、１年以内に離職をしているなど、安定した

生活を持続することが困難な実態があり、支援が必要です。 
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オ ひとり親世帯 

○ 都内の三世代同居等も含むひとり親世帯は、母子世帯約 112,300 世帯、父子世

帯約 23,100 世帯と推計されます。 

○ 平成 29 年に東京都が行った調査によると、ひとり親世帯になった理由は、「離

婚」73.5%、「死別」9.4%、「未婚・非婚」8.8%となっています。 

○ ひとり親家庭の親の就労状況をみると、平成 24 年度に比べ平成 29 年度は、父

母ともに正規の職員・従業員の割合が増えています。 

 

図表 90 就業上の地位 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」（平成 29年度） 
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○ 平成 29 年度の収入をみると、母子世帯では年収 200 万円未満が 35.9%となっ

ており、平成 24 年度よりも割合がやや減少しています。父子世帯では、200 万円

未満は 14.3%で、平成 24 年度よりも割合がやや増加しています。 

 

図表 91 世帯の年間収入 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」（平成 29年度） 
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7.1% 

19.1% 

23.2% 

22.2% 

19.6% 

15.9% 

23.2% 

25.5% 

16.2% 

4.8% 

3.6% 

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

24年度

（63世帯）

29年度

（56世帯）

100万円未満 100～200万円未満 200～400万円未満 400～600万円未満

600～800万円未満 800万円以上 無回答

【父子世帯】
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○ ひとり親世帯で現在困っていることは、母子世帯では「家計について」64.5%、

「子供の教育・進路・就職について」48.7%、父子世帯では「子供の世話について」

「子供の教育・進路・就職について」39.5%、「仕事について」「家事について」18.4％

となっています。 

図表 92 ひとり親世帯になって現在困っていること〔複数回答〕―母の従業上の地位別 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」（平成 29年度） 

 

図表 93 ひとり親世帯になって現在困っていること〔複数回答〕―父親の従業上の地位別 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」（平成 29年度） 
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○ 相談相手がいる割合は、両親世帯、母子世帯は 90.9％、父子世帯では 72.7%と

なっています。 

 

図表 94 相談相手の有無－世帯類型（母子・父子世帯）別 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：東京都福祉保健局「東京都福祉保健基礎調査」（平成 29年度） 

 

オ 障害のある子供 

○ 東京都内には、令和４年３月末現在、身体障害者手帳を持つ 18 歳未満の子供が

約 2.4 万人、知的障害の「愛の手帳」を持つ 18 歳未満の子供が約 1.4 万人いま

す。 

図表 95 障害者の手帳所持者数（総数及び 18歳未満）（東京都：令和４年３月末現在） 

 

  総数 18 歳未満 構成比 

身体障害者手帳交付数 487,827 24,066 4.9％ 

愛の手帳交付数 98,035 14,116 14.4％ 

精神障害者保健福祉手帳所持者数 141,000 － － 

 
資料：東京都福祉保健局 年報（福祉・衛生行政統計） 

注 ：精神障害者保健福祉手帳所持者数については、18歳以上、18歳未満の統計はなく、総数のみである。 
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6.1 

3.7 

16.4 
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0.6 
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0.0 

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

総数（6,730人）

両親世帯（6,193人）

母子世帯（482人）

父子世帯（55人）

いる いないので欲しい 必要ない 無回答
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○ また、全国調査によると、「知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面で著し

い困難を示す」と通常の学級の担任等が回答した児童・生徒の割合は、８．８％と

なっています。 

図表 96 学習面や行動面で著しい困難を示す児童・生徒（全国）＜小学校・中学校＞ 

 
 推定値（95％信頼区間） 

学習面又は行動面で著しい困難を示す 8.8％（8.4％〜9.3％） 

学習面で著しい困難を示す 6.5％（6.1％〜6.9％） 

行動面で著しい困難を示す 4.7％（4.4％〜5.0％） 

学習面と行動面ともに著しい困難を示す 2.3％（2.1％〜2.6％） 
 

資料：文部科学省「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関

する調査」（令和 4年） 

注 ：調査対象は、全国の公立の小・中学校の通常の学級に在籍する児童生徒を母集団とした。標本児童生徒数

53,951 人（小学校：35,963 人、中学校：17,988 人） 

注 ：「学習面で著しい困難を示す」とは、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」の１つある

いは複数で著しい困難を示す場合を指し、一方、「行動面で著しい困難を示す」とは、「不注意」、「多動性－

衝動性」、あるいは「対人関係やこだわり等」について１つか複数で問題を著しく示す場合を指す。 

 
 

○ 特別支援学校高等部の生徒の卒業後の企業就労者数及び就労率については、令和

３年度は卒業した 1,699 人のうち、703 人（41.4％）が企業就労しています。 

 

図表 97 特別支援学校高等部の就労実績 

 
 平成 27 年 28 年 29 年 30 年 令和元年 ２年 3 年 

卒業生総数（人） 1,806 1,884 1,864 1,926 1,897 1,883 1,699 

企業就労者（人） 744 754 817 854 843 809 703 

就労率 41.2% 40.0% 43.8% 44.3% 44.4％ 43.0％ 41.4％ 

 
資料：公立学校統計調査報告書「進路状況調査編」 
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カ 外国人の子供 

○ 外国人の年少人口の推移をみると、令和２年まで増加した後、令和４年まで減少

しましたが、令和５年は 50,235 人と増加しています。 

 

図表 98 外国人の年少人口の推移 

 
資料：東京都総務局「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」（各年１月１日現在） 
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