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子どものからだと心・連絡会議，日本体育大学体育研究所                    2021 年 1 月 30 日 
 

「⼦どものからだと⼼に関する緊急調査」結果報告書 
 
【調査概要】 調査者 ︓⼦どものからだと⼼・連絡会議，⽇本体育⼤学体育研究所  
       調査名 ︓⼦どものからだと⼼に関する緊急調査 
       調査対象︓⼩学校 1 年⽣から中学校 3 年⽣までの⼦どもとその保護者 
       調査時期︓2020 年 5 ⽉（休校中調査），2020 年 6 ⽉〜7 ⽉（休校明け調査） 
       調査項⽬︓⽣活状況，困りごと，⾝体症状，精神症状等，健康診断 
 
 今回の調査は，新型コロナウイルスの感染拡⼤防⽌に伴う突然の臨時休校が⼦どものからだと⼼に及
ぼす影響を検討し，今後の教育や学校について考える資料を得ることを⽬的として実施されました． 
 本調査の結果を以下のようにご報告いたします．ご不明な点等ございましたら，⽇本体育⼤学野井研
究室（TEL︓0357061543）までお問い合わせください． 
 
表１ 対象者の⼈数と性別 

休校中調査 ⼩学⽣ 中学⽣  
1 年⽣ 2 年⽣ 3 年⽣ ４年⽣ ５年⽣ ６年⽣ 1 年⽣ 2 年⽣ 3 年⽣ 計 

男⼦ 160 161 151 170 181 154 96 46 70 1189 
⼥⼦ 167 163 151 165 195 148 86 70 77 1222 

答えたくない 1 0 2 2 1 2 2 1 1 12 
合計 328 324 304 337 377 304 184 117 148 2423 

 
休校明け調査 ⼩学⽣ 中学⽣  

1 年⽣ 2 年⽣ 3 年⽣ ４年⽣ ５年⽣ ６年⽣ 1 年⽣ 2 年⽣ 3 年⽣ 計 
男⼦ 109 107 111 101 105 91 28 20 14 686 
⼥⼦ 105 86 83 109 96 101 34 12 17 643 

答えたくない 5 2 2 0 2 0 0 0 1 12 
合計 219 195 196 210 203 192 62 32 32 1341 

 
 
 
 
 

 

 

図１ コロナ休校中に⼀緒に過ごしていた⼈の割合（男⼦） 図２ コロナ休校中に⼀緒に過ごしていた⼈の割合（⼥⼦） 

休校中は家族，きょうだいと⼀緒に過ごしていました． 
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図３ コロナ休校中に過ごしていた場所の割合（男⼦） 図 4 コロナ休校中過ごしていた場所の割合（⼥⼦） 

図 5 コロナ休校中と休校明けの就寝時刻（男⼦） 

休校中はほぼ毎⽇⾃宅で過ごし，週 2〜3 回は公園という者も 4〜5 ⼈に 1 ⼈はいました． 

図６ コロナ休校中と休校明けの就寝時刻（⼥⼦） 

遅寝傾向であった休校中の⽣活が，学校再開で改善しました． 
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図8 コロナ休校中と休校明けとにおける起床時刻（⼥⼦） 

朝起きられない 寝つきが悪い 夜中に⽬が覚めやすい ⽇中眠くなる 

図 7 コロナ休校中と休校明けとにおける起床時刻（男⼦) 

図 9 コロナ休校中と休校明けとにおける睡眠問題（男⼦） 図 10 コロナ休校中と休校明けとにおける睡眠問題（⼥⼦） 
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遅起き傾向であった休校中の⽣活が，学校再開で就床時刻（図 5,6）以上に改善しました． 
そのため，睡眠時間の不⾜が⼼配されました． 

休校中は寝つきの悪さ，休校明けは⽇中の眠気感を抱えていました． 
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図 14 コロナ休校中の昼⾷内容（⼥⼦） 

図 11 コロナ休校中と休校明けとにおける朝⾷摂取状況（男⼦） 図12 コロナ休校中と休校明けとにおける朝⾷摂取状況（⼥⼦） 

図 13 コロナ休校中の昼⾷内容（男⼦） 

休校中は朝⾷⽋⾷が増えたものの，休校明けはそれが改善しました． 

休校中の昼⾷は家の⼈が作った⾷事が多かったといえる⼀⽅で，お菓⼦を⾷べていた者も少なくありませんでした． 
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図 16 コロナ休校中と休校明けとにおける⾃宅勉強時間（⼥⼦） 

図 18 コロナ休校中と休校明けとにおける⾃宅勉強時間 
      （ケータイ・スマホ利⽤）（⼥⼦） 

図 15 コロナ休校中と休校明けとにおける⾃宅勉強時間（男⼦） 

図 17 コロナ休校中と休校明けとにおける⾃宅勉強時間 
      （ケータイ・スマホ利⽤）（男⼦） 

休校中は⾃宅勉強時間が増加しました． 

休校中は携帯・スマホでの⾃宅勉強時間も増加しました． 
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図20 コロナ休校中と休校明けとにおける⾃宅勉強時間 
      （タブレット・PC 利⽤）（⼥⼦） 

図 22 コロナ休校中と休校明けとにおける         
ケータイ・スマホ時間（⼥⼦） 

図 19 コロナ休校中と休校明けとにおける⾃宅勉強時間 
      （タブレット・PC 利⽤）（男⼦） 

図21 コロナ休校中と休校明けとにおける
ケータイ・スマホ時間（男⼦） 

休校中はタブレット・PCでの⾃宅勉強時間も増加しました． 

スマホ時間は休校中に幾分増えました． 
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図23 コロナ休校中と休校明けとにおける
タブレット・PC 時間（男⼦） 

図24 コロナ休校中と休校明けとにおける
タブレット・PC 時間（⼥⼦） 

図25 コロナ休校中と休校明けとにおける
テレビ・ビデオ・DVD 時間（男⼦） 

図26 コロナ休校中と休校明けとにおける
テレビ・ビデオ・DVD 時間（⼥⼦） 

休校中はタブレット・PC 時間も増加しました． 

このことから，休校中はテレビ・ビデオ・DVD 時間も増加しました． 
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図 27 コロナ休校中と休校明けとにおけるゲーム時間（男⼦） 図 28 コロナ休校中と休校明けとにおけるゲーム時間（⼥⼦） 

図 30 コロナ休校中と休校明けとにおける読書時間（⼥⼦） 図 29 コロナ休校中と休校明けとにおける読書時間（男⼦） 

休校中はゲーム時間も増加しました． 

休校中は読書時間も増加しました． 
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図 31 コロナ休校中と休校明けとにおける⾝体活動⽇数（男⼦） 図 32 コロナ休校中と休校明けとにおける⾝体活動⽇数（⼥⼦） 

図 33 コロナ休校中と休校明けとにおけるネット依存傾向（男⼦） 図 34 コロナ休校中と休校明けとにおけるネット依存傾向（⼥⼦） 

休校中の⾝体活動⽇数は 0 ⽇（なし）だけでなく，7 ⽇（毎⽇）も増えました． 
そのため，⼆極化傾向にあったといえます． 

ネット依存傾向の休校による変化はありませんでしたが，おおよそ１年前に⾏われた先⾏研究と⽐較すると増加していました． 
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図 35 コロナ休校中と休校明けとにおける⼦どもの困りごと 

図 36 コロナ休校中と休校明けとにおける保護者の⼼配ごと 
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図 37 コロナ休校中と休校明けとにおける⼦どもの精神症状 

図 38 コロナ休校中と休校明けとにおける保護者の精神症状 

休校中の⼦どもの精神症状の訴えは，学校再開により多くの項⽬（8/10 項⽬）で減少しました． 

休校中の保護者の精神症状の訴えも，学校再開により多くの項⽬（7/10 項⽬）で減少しました． 
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図 39 コロナ休校中と休校明けとにおける⼦どもの⾝体症状 

図 40 コロナ休校中と休校明けとにおける保護者の⾝体症状 
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休校中の⼦どもの⾝体症状の訴えは，学校再開により多くの項⽬（7/12 項⽬）で増加しました． 

休校中の保護者の⾝体症状の訴えも，学校再開により多くの項⽬（7/12 項⽬）で増加しました． 
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図 41 コロナ休校中の⼦どもの⾃由記述のテキスト分析 

図 42 コロナ休校中の保護者の⾃由記述のテキスト分析 

% 
≈ç 

休校中に困っていることを尋ねた⼦どもの⾃由記述では，「宿題」「ケンカ」「運動不⾜」が頻出しました． 

休校中に困っていることを尋ねた保護者の⾃由記述では，「宿題」「勉強」「運動不⾜」が頻出しました． 



 
 

 
 

 
 
 

図 43 コロナ休校明けの⼦どもの⾃由記述のテキスト分析結果 

図 44 コロナ休校明けの保護者の⾃由記述のテキスト分析結
果 

休校明けに困っていることを尋ねた⼦どもの⾃由記述では，「遊べる」「マスク」「感染者」が頻出しました． 

休校明けに困っていることを尋ねた保護者の⾃由記述では，「学校」「宿題」「疲れやすい」が頻出しました． 



 

  
 
 

 
 
 
 

 
 

図 45 2019 年度と 2020 年度との⾝⻑の平均値の⽐較（男⼦） 図 46 2019 年度と 2020 年度との⾝⻑の平均値の⽐較（⼥⼦） 

図 47 2019 年度と 2020 年度との体重の平均値の⽐較（男⼦） 図 48 2019 年度と 2020 年度との体重の平均値の⽐較（⼥⼦） 

例年よりも健康診断の時期が遅い 2020 年度は⼩学⽣で⾼値，中学⽣で低値を⽰しました． 

2020 年度は⼩中学⽣ともに⾼値を⽰しました． 
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図 49 2019 年度と 2020 年度とのローレル指数の⽐較（男⼦） 図 50 2019 年度と 2020 年度とのローレル指数の⽐較（⼥⼦） 

図 52 2019 年度と 2020 年度との視⼒の⽐較（⼥⼦） 図 51 2019 年度と 2020 年度との視⼒の⽐較（男⼦） 

2020 年度は多くの学年（男⼦︓8/9 学年，⼥⼦︓6/9 学年）で 1.0未満が増加していました． 
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2020 年度は多くの学年（男⼦︓8/9 学年，⼥⼦︓6/9 学年）で「肥満傾向」＋「肥満」の者が増加していました． 
加えて，⼩学⽣に限っては男⼥とも 4 学年で「やせ」に判定された者が増加していました． 
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 以上の結果から，コロナ休校中の⼦どもたちは，家族，きょうだいと⾃宅で過ごし，遅寝遅起きで寝
つきが悪く，朝⾷⽋⾷が増え，昼⾷にお菓⼦を⾷べる者もおり，勉強（オンライン含む），スクリーン
タイム，読書時間が増え，⾝体活動は⼆極化傾向を⽰しました．また，からだの不調の訴えが減少する
⼀⽅で，⼼の不調，困りごとの訴えが増加しました．同様に，保護者もからだの不調が減り，⼼の不
調，⼼配ごとの訴えが増加しました．さらに，昨年度に⽐して，ローレル指数，視⼒不良が増加傾向に
ある様⼦も確認されました． 
 他⽅，休校による影響かは定かでないものの，ネット依存傾向者が 1 年前の調査と⽐べて，男⼦で
20％前後，⼥⼦で 10％前後も急増しました．その他，休校明けは⽇中の眠気感，からだの不調の訴え
が増加する様⼦もみられました． 
 
 このように，コロナ禍という緊急事態下，⼦どものからだと⼼はますます窮地に追い込まれている様
⼦を確認することができました．次ページ以降の資料（野井真吾ほか︓速報︕コロナ緊急調査―with コ
ロナ，post コロナ時代の「育ち」と「学び」を考える︕―（⼦どものからだと⼼・連絡会議 編），『⼦
どものからだと⼼⽩書 2020』，ブックハウス・エイチディ，2020，pp8-11）は，本調査の結果に基づ
いて with コロナ，post コロナ時代の育ちと学びを議論し，まとめたものです．併せてご参照いただけ
れば幸いです． 
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