
 

新型コロナウイルス感染症に係る不安や悩み等の調査結果について 

 

学校安全・安心推進課 

１ 調査の目的  

新型コロナウイルス感染症に係る児童生徒の不安や悩み等を把握し、今後の施

策に活かすため。 

２ 調査方法  

新型コロナウイルス感染症に係る児童生徒の不安や悩み等についてアンケート

調査を実施した。 

（１）対象校：公立小中学校（熊本市を除く。県立中学校を含む。）及び義務教育

学校、県立高等学校、特別支援学校（熊本市を除く。八代支援学校を含む。） 

（２）対象人数：全児童生徒約１１万人を対象 

（３）調査依頼日：令和４年１０月２６日（水） 

３ 調査結果  

（１）新型コロナウイルス感染症に係る不安や悩み等があると回答した児童生徒

数について 

 
全児童生徒数 

不安や悩み等があ

る児童生徒数 

全児童生徒数に対

する割合 

Ｒ２. ６月調査 
１１２，６１４人 

３２，３２３人 ２８．７％ 

Ｒ２.１０月調査 ２７，７５３人 ２４．６％ 

Ｒ３. ５月調査 
１１１，４０５人 

３３，４７８人 ３０．１％ 

Ｒ３.１０月調査 ２７，９６９人 ２５．１％ 

Ｒ４. ６月調査 
１１０，２７１人 

２３，３１５人 ２１．１％ 

Ｒ４.１１月調査 ２０，０７３人 １８．２％ 

前回から今回の増減 －３，２４２人 －２．９ｐｔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 新型コロナウイルス感染症に係る不安や悩みがあると回答した児童生徒は、

公立小学校・公立中学校・県立高校で減少傾向、特別支援学校は横ばいである。 

○ 不安や悩みがあると回答した割合が最も高かった校種は、これまでの傾向と

同じく公立小学校であった。 
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新型コロナウイルス感染症に係る不安や悩みがあると回答した児童生徒の割合

(校種別）

R2.6月調査 R2.10月調査 R3.5月調査 R3.10月調査 R4.6月調査 R4.11月調査
％ 

（  ）が各校種ごとの全児童生徒数に対する割合 

報告（３） 
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（２）不安や悩み等が多い内容について（上位３項目） ※（ ）は前回調査との比較 

  
１ ２ ３ 

内容項目 全児童生徒数

に対する割合 内容項目 全児童生徒数

に対する割合 内容項目 全児童生徒数に

対する割合 

公立 
小学校 

感染の恐れや不
安など 

１３．６％ 
（－1.9pt） 

健康のこと 
５．５％ 

（＋0.2pt） 
生活習慣のこ
と 

４．８％ 
（－0.4 pt） 

公立 
中学校 

（県立中を含

む） 

感染の恐れや不
安など 

６．９％ 
（－2.8 pt） 

体育大会・遠足
などの学校行
事のこと 

４．９％ 
（－1.4 pt） 

学習のこと 
３．３％ 

（－0.4 pt） 

県立高等 
学校 

感染の恐れや不
安など 

４．１％ 
（－1.2 pt） 

体育大会・遠足
などの学校行
事のこと 

３．６％ 
（－0.5 pt） 

学習のこと 
１．９％ 

（－0.6 pt） 

特別支援 
学校 

感染の恐れや不
安など 

６．８％ 
（＋0.1 pt） 

健康のこと 
３．２％ 

（＋0.1 pt） 
体力のこと 

２．５％ 
（±0.0 pt） 

○ 全校種で「感染の恐れや不安など」の割合が最も高い結果となっている。令

和４年６月調査と比較すると、公立小学校・公立中学校・県立高等学校は割合

が減少している。特別支援学校は横ばいとなっている。 

○ 上位２位、３位では、公立小学校「健康のこと」などの項目で０．２％の上

昇があったが、多くの項目は割合が減少している。 

 

 （３）令和４年６月調査と比較し割合が減少した内容について（上位３項目） 

  
１ ２ ３ 

内容項目 
全児童生徒数

に対する割合 内容項目 
全児童生徒数

に対する割合 内容項目 
全児童生徒数

に対する割合 

公立 
小学校 

感染の恐れや不
安など 

－１．９ｐｔ 
(-1034人) 

運動会・遠足
などの学校行
事のこと 

－１．４ｐｔ 
(-784人) 

ゲームやイン
ターネットの
使用時間のこ
と 

－１．０ｐｔ 
(-550人) 

公立 
中学校 

（県立中を含

む） 

感染の恐れや不
安など 

－２．８ｐｔ 
(-760人) 

部活動・習い
事のこと 

－１．９ｐｔ 
(-504人) 

運動会・遠足
などの学校行
事のこと 

－１．４ｐｔ 
(-372人) 

県立高等 
学校 

感染の恐れや不
安など 

－１．２ｐｔ 
(-305人) 

部活動・習い
事のこと 

－１．１ｐｔ 
(-305人) 

進路のこと 
－０．８ｐｔ 

(-226人) 

特別支援 
学校 

ゲームやインタ
ーネットの使用
時間のこと 

－０．７ｐｔ 
(-14人) 

運動会・遠足
などの学校行
事のこと 

－０．７ｐｔ 
(-14人) 

進路のこと 
－０．７ｐｔ 

(-13人) 

〇 公立小学校・公立中学校・県立高等学校で、「感染の恐れや不安など」が最

も大きく減少している。 

〇 校種に関わらず「運動会・遠足などの学校行事のこと」「部活動・習い事の

こと」「進路のこと」の項目が減少している。 

○ 全校種の合計では、１４項目のうち「健康のこと」「食生活のこと」以外の

１２項目で減少している。 

   

４ 今後の対応  

 ○ 学級担任や養護教諭等による児童生徒の状況の的確な把握、様々な不安や

悩みに対してスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの活用な

ど、教育相談体制の更なる充実を図るとともに、教育活動全体を通して差別

や偏見の防止を図りながら、よりよい人間関係の構築に努める。 

 ○ 関係部署と連携し、正しい情報を継続的に発信するとともに、ストレス対

処教育やＳＯＳの出し方に関する教育の更なる推進を図る。   
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参考資料

ア　家庭生活
のこと

イ　生活習慣
のこと

ウ　ゲームや
インターネット
の使用時間
のこと

エ　健康のこ
と

オ　感染の恐
れや不安

カ　食生活の
こと

キ　学習のこ
と

ク　体力のこ
と

ケ　学校生活
での人間関
係のこと

コ　体育大
会・運動会・
遠足などの学
校行事のこと

サ　部活動・
習い事のこと

シ　進路のこ
と

ス　いじめの
こと

セ　その他

14,613 2,193 2,842 2,873 2,915 8,482 1,256 1,456 2,562 1,200 2,939 1,954 680 699 814

26.8% 4.0% 5.2% 5.3% 5.3% 15.5% 2.3% 2.7% 4.7% 2.2% 5.4% 3.6% 1.2% 1.3% 1.5%

13,192 2,178 2,622 2,323 3,004 7,448 1,329 1,399 2,451 966 2,155 1,755 747 500 853

24.2% 4.0% 4.8% 4.3% 5.5% 13.6% 2.4% 2.6% 4.5% 1.8% 3.9% 3.2% 1.4% 0.9% 1.6%

増減 ▲ 1,421 ▲ 15 ▲ 220 ▲ 550 89 ▲ 1,034 73 ▲ 57 ▲ 111 ▲ 234 ▲ 784 ▲ 199 67 ▲ 199 39

5,501 421 663 639 710 2,625 214 999 998 443 1,711 1,391 772 61 147

20.3% 1.6% 2.4% 2.4% 2.6% 9.7% 0.8% 3.7% 3.7% 1.6% 6.3% 5.1% 2.8% 0.2% 0.5%

4,070 323 527 493 709 1,865 163 907 790 240 1,339 887 736 155 55

15.0% 1.2% 1.9% 1.8% 2.6% 6.9% 0.6% 3.3% 2.9% 0.9% 4.9% 3.3% 2.7% 0.6% 0.2%

増減 ▲ 1,431 ▲ 98 ▲ 136 ▲ 146 ▲ 1 ▲ 760 ▲ 51 ▲ 92 ▲ 208 ▲ 203 ▲ 372 ▲ 504 ▲ 36 94 ▲ 92

2,957 212 318 214 428 1,402 59 657 401 192 1,090 696 673 10 81

11.1% 0.8% 1.2% 0.8% 1.6% 5.3% 0.2% 2.5% 1.5% 0.7% 4.1% 2.6% 2.5% 0.0% 0.3%

2,569 197 273 172 501 1,097 59 516 320 103 946 391 447 11 123

9.7% 0.7% 1.0% 0.6% 1.9% 4.1% 0.2% 1.9% 1.2% 0.4% 3.6% 1.5% 1.7% 0.0% 0.5%

増減 ▲ 388 ▲ 15 ▲ 45 ▲ 42 73 ▲ 305 0 ▲ 141 ▲ 81 ▲ 89 ▲ 144 ▲ 305 ▲ 226 1 42

244 30 40 46 61 134 27 17 49 26 58 11 47 6 15

12.3% 1.5% 2.0% 2.3% 3.1% 6.7% 1.4% 0.9% 2.5% 1.3% 2.9% 0.6% 2.4% 0.3% 0.8%

242 35 44 32 63 135 21 12 50 25 44 6 34 3 3

12.2% 1.8% 2.2% 1.6% 3.2% 6.8% 1.1% 0.6% 2.5% 1.3% 2.2% 0.3% 1.7% 0.2% 0.2%

増減 ▲ 2 5 4 ▲ 14 2 1 ▲ 6 ▲ 5 1 ▲ 1 ▲ 14 ▲ 5 ▲ 13 ▲ 3 ▲ 12

23,315 2,856 3,863 3,772 4,114 12,643 1,556 3,129 4,010 1,861 5,798 4,052 2,172 776 1,057

21.1% 2.6% 3.5% 3.4% 3.7% 11.5% 1.4% 2.8% 3.6% 1.7% 5.3% 3.7% 2.0% 0.7% 1.0%

20,073 2,733 3,466 3,020 4,277 10,545 1,572 2,834 3,611 1,334 4,484 3,039 1,964 669 1,034

18.2% 2.5% 3.1% 2.7% 3.9% 9.6% 1.4% 2.6% 3.3% 1.2% 4.1% 2.8% 1.8% 0.6% 0.9%

増減 ▲ 3,242 ▲ 123 ▲ 397 ▲ 752 163 ▲ 2,098 16 ▲ 295 ▲ 399 ▲ 527 ▲ 1,314 ▲ 1,013 ▲ 208 ▲ 107 ▲ 23

　※アからセの内容について、上段は、回答した児童生徒数。下段は、各校種ごとの全児童生徒数に対する割合。　　※児童生徒数の増減の▲は、負の値を表している。

□令和２年６月調査（第1回）結果　※第１回調査では「いじめのこと」は調査項目になし

ア　家庭生活
のこと

イ　生活習慣
のこと

ウ　ゲームやイ
ンターネットの
使用時間のこ
と

エ　健康のこと オ　感染の恐
れや不安

カ　食生活のこ
と

キ　学習のこと ク　体力のこと ケ　学校生活
での人間関係
のこと

コ　体育大会・
運動会・遠足
などの学校行
事のこと

サ　部活動・習
い事のこと

シ　進路のこと ス　いじめの
こと

セ　その他

32,323 3,824 7,856 6,331 4,914 13,215 2,424 10,317 10,050 2,718 7,638 5,867 5,053 1,066

28.7% 3.4% 7.0% 5.6% 4.4% 11.7% 2.2% 9.2% 8.9% 2.4% 6.8% 5.2% 4.5% 0.9%

不安や悩み
等がある児童
生徒数

全校種合計 112614 令和2年６月

全児童生徒数 調査月

110,271
全校種合計

調査月

新型コロナウイルス感染症に係る不安や悩み等の調査結果（令和４年度11月調査）
学校安全・安心推進課

●新型コロナウイルス感染症に係る不安や悩み等があると回答した児童生徒数

全児童生徒数
不安や悩み
等がある児童
生徒数

令和４年
６月

令和４年
１１月

令和４年
６月

令和４年
１１月

公立小学校

公立中学校
（県立中学校

を含む）

110,277
令和４年

６月

令和４年
１１月

令和４年
６月

令和４年
１１月

令和４年
６月

令和４年
１１月

県立高等学校

特別支援学校

26,580

1,987

1,987

54,611

54,611

27,093

27,093

26,586
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参考資料

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

5

月

1

日

5

月

1

2

日

5

月

2

3

日

6

月

3

日

6

月

1

4

日

6

月

2

5

日

7

月

6

日

7

月

1

7

日

7

月

2

8

日

8

月

8

日

8

月

1

9

日

8

月

3

0

日

9

月

1

0

日

9

月

2

1

日

1

0

月

2

日

1

0

月

1

3

日

1

0

月

2

4

日

1

1

月

4

日

1

1

月

1

5

日

1

1

月

2

6

日

1

2

月

7

日

1

2

月

1

8

日

1

2

月

2

9

日

1

月

9

日

1

月

2

0

日

1

月

3

1

日

2

月

1

1

日

2

月

2

2

日

3

月

5

日

3

月

1

6

日

3

月

2

7

日

4

月

7

日

4

月

1

8

日

4

月

2

9

日

5

月

1

0

日

5

月

2

1

日

6

月

1

日

6

月

1

2

日

6

月

2

3

日

7

月

4

日

7

月

1

5

日

7

月

2

6

日

8

月

6

日

8

月

1

7

日

8

月

2

8

日

9

月

8

日

9

月

1

9

日

9

月

3

0

日

1

0

月

1

1

日

1

0

月

2

2

日

1

1

月

2

日

1

1

月

1

3

日

1

1

月

2

4

日

1

2

月

5

日

1

2

月

1

6

日

1

2

月

2

7

日

1

月

7

日

1

月

1

8

日

1

月

2

9

日

2

月

9

日

2

月

2

0

日

3

月

3

日

3

月

1

4

日

3

月

2

5

日

4

月

5

日

4

月

1

6

日

4

月

2

7

日

5

月

8

日

5

月

1

9

日

5

月

3

0

日

6

月

1

0

日

6

月

2

1

日

7

月

2

日

7

月

1

3

日

7

月

2

4

日

8

月

4

日

8

月

1

5

日

8

月

2

6

日

9

月

6

日

9

月

1

7

日

9

月

2

8

日

1

0

月

9

日

1

0

月

2

0

日

1

0

月

3

1

日

1

1

月

1

1

日

1

1

月

2

2

日

1

2

月

3

日

熊本県内コロナウイルス感染者数とアンケート実施時期

第５回調査

令和４年６月

第４回調査

令和３年１０月

第３回調査

令和３年５月
第２回調査

令和２年１０月

第１回調査

令和２年６月

第６回調査

令和４年１１月

熊本県内コロナウイルス感染者数とアンケート実施時期

２０２０年 ２０２１年 ２０２２年

（人）

第２波 第３波 第４波

第５波

第６波

第７波
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