
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県子どもの貧困対策推進計画〔概要〕 

 

１ 全国の子どもの貧困率の状況 

   ○ 全国の子どもの貧困率１６．３％ (平成 24 年度)  ⇒増加傾向 

２ 生活保護を受給している子どもの状況 

   ○ 生活保護を受けている子どもの受給率０．９６％ (平成 26 年度) ⇒ほぼ横ばい 

３ 生活保護を受給している子どもの高等学校等進学・中退率の状況 

   ○ 生活保護を受けている子どもの進学率９１．７％（県全体９８．６％） 

              ⇒ ９０％前後で推移     (平成 26 年度) 

○ 生活保護を受けている子どもの中退率４．５％（県全体１．４％） 

⇒  ５％前後で推移         (平成 26 年度) 

４ 小・中学校で就学援助を受けている児童生徒の状況 

   ○ ４１，３７４人 (平成 26 年度) 全児童の８．７％ ⇒ほぼ横ばい 

５ 児童扶養手当の受給者の状況 

   ○ ４０，７９７人 (平成 26 年度) ⇒ほぼ横ばい 

 

 

 

 

１ 生活保護を受けている１７歳以下の人数と割合 県独自指標 

○ １７歳以下の生活保護受給者９，４４５人（県内の０．９６％）(平成 26 年 7 月) 

２ 生活保護を受けている子どもの高等学校等進学率 

○ 生活保護受給者の高等学校等進学率９１．７％（県全体９８．６％） 

⇒ 目標： 県全体の高等学校等進学率に近づける     (平成27年3月(卒業生)) 

３ 生活保護を受けている子どもの高等学校中退率 

○ 生活保護受給者の高等学校中退率 ４．５％（県全体 １．４％） (平成 26 年度) 

⇒ 目標： 県全体の高等学校中退率に近づける 

４ 生活保護を受けている子どもの大学等進学率 

○ 生活保護受給者の大学等進学率 １６．８％（県全体 ５５．５％） 

⇒ 目標： 県全体の大学等進学率に近づける       (平成27年3月(卒業生)) 

５ 生活保護を受けている子どもの就職率 

○ 生活保護受給者の中学校卒業後就職率１．７％（県全体０．３％） 

(平成 27 年 3 月(卒業生)) 

  ○ 生活保護受給者の高等学校等卒業後就職率４８．９％（県全体１３．５％） 

(平成 27 年 3 月(卒業生)) 

６ 生活保護を受けている子どものうち、中学校・高等学校等卒業後に進学しなかった  

子どもの就職率 県独自指標 

○ 中学校卒業後、高等学校等に進学しなかった子どもの就職率 

２１．４％(平成 27 年 3 月(卒業生)) 

⇒ 目標：就職率を上げる 

○ 高等学校等卒業後、大学等に進学しなかった子どもの就職率 

７２．５％(平成 27 年 3 月(卒業生)) 

⇒ 目標：就職率を上げる 

７ 小・中学校で就学援助を受けている児童生徒の人数と割合 県独自指標 

○ 就学援助を受けている人数 ４１，３７４人（就学援助率８．７％） 

(平成 26 年度) 

８ スクールソーシャルワーカーの配置人数 

○ スクールソーシャルワーカーの配置人数 １１人 (平成 27 年度) 

  〔小学校：3 人、中学校：2 人、高等学校：2 人、教育委員会等 4 人〕 
 

９ スクールカウンセラーの配置率 

○ 小学校５．９％(89 校)、中学校１００％(381 校)、高等学校５５．５％(80 校) 

(平成 27 年度) 

１０ 児童扶養手当の受給者 県独自指標 

   ○ ４０，７９７人 (平成 26 年度) 

Ⅲ 子どもの貧困に関する指標 
 

１ 計画策定の趣旨 

貧困の状態にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育を 

受ける機会の均等を図り、生活の支援、保護者の就労支援などを併せて、子どもの

貧困対策を総合的に推進する 

２ 基本理念 

すべての子どもが、そのおかれた環境に左右されることなく、夢と希望をもって

成長して、「千葉で生まれ育ってよかった」と思える社会の実現を目指す 

そのため、家庭・学校・地域がそれぞれの立場から責任を自覚し、相互に連携し、

社会全体で子どもの成長を支える社会づくりに取り組む 

３ 計画の位置付け 

    「子どもの貧困対策の推進に関する法律」第９条第１項に規定されている計画 

４ 対象となる地域 

    県全域を対象とし、県の施策だけでなく、市町村の施策も含めて整理する 

５ 計画の期間 

    平成２７年度から平成３１年度までの５か間を計画期間とする 

Ⅰ 計画の策定にあたって 

Ⅱ 子どもの貧困に係る本県の現状 

※ 子ども…１７歳以下 

実態調査の結果概要 

生活保護を受給している子どもがいる保護者（回答者１８８人） 

ア 各支援（教育、生活、保護者に対する就労、経済的）の利用状況 

   「よく利用している」は「子どもの医療費の助成」「児童扶養手当」が多

い。「利用したいができない」は「教育の支援」｢子どもの就労・就職支援｣

「保護者に対する就労支援」「生活福祉資金の貸付け」が多く、その理由で

は、「窓口や手続きがわかりにくかった」が多い 

イ 子どもの貧困対策に重要だと思う支援 

教育支援・生活支援・保護者の就労支援・経済的支援のいずれも重要との  

回答が多い。また、「一つの相談窓口から様々な支援へのつなぎ」「利用でき

る支援や相談窓口の情報提供」を望む回答が多い。 

○ 指標の改善等につながる、「教育の支援」「生活の支援」「保護者に対する 

就労の支援」「経済的支援」の４つの支援の促進が重要 

○ 支援制度の内容や相談支援機関（窓口）の周知、相談支援機関に対する 

個別支援事業や窓口部署・機関の周知を図ることが重要。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ ４つの重点的支援施策 

１ 教育の支援 

（１）学校を核とした子どもへの支援 

○ スクールソーシャルワーカー・カウンセラーを活用した支援の充実 

［スクールソーシャルワーカー・カウンセラーの配置］ 

○ 子どもたちの学ぶ機会の充実を図るため、学校教育以外での学習活動等 

［放課後子供教室推進事業］ 等 

（２）就学支援の充実 

○ 生活保護を受けている子どもの教材・給食費、高等学校の入学費等の支給 

［生活保護法による教育扶助・生業扶助］ 

○ 就学が困難な児童生徒に対する就学援助の実施 

［小学生・中学生の就学援助制度］ 等 

 （３）大学等進学・高等学校中退の子どもに対する支援 

○ 意欲と能力のある生徒・学生が、経済状況に関わらず学べるよう貸付の実施 

［生活福祉資金貸付制度（就学支援費）・（教育支援費）］   

○ ひとり親の子どもに対し、大学等の修学資金の貸付け 

［母子父子寡婦福祉資金の貸付］ 

○ 高等学校中退者等に対し、職業的自立に向けた支援の実施 

［地域若者サポートステーション事業］ 

 

県の関係部局や市町村、教育機関や就労支援機関などの関係機関と連携し計画の推進を

図る。 

計画を着実に推進するため、毎年度、子どもの貧困に関する指標の状況や施策の実施状

況を確認し、その結果を公表するとともに必要に応じて施策の見直しを行う。 

Ⅶ 計 画 の 推 進 

 

支援を行う関係機関等において、子どもの貧困の状況等が理解されるよう本計画の周知

を図るとともに、支援施策に係る個別事業やそれらの窓口となる部署・機関等を整理した

ガイドブックを作成し、相談支援機関等へ配付する。 

また、 県民が子どもの貧困の現状を知り、広く地域で支えていく気運を高めるため幅広

く県民に対して、本計画の周知・啓発を図る。 

Ⅵ 計 画 の 周 知 ・ 啓 発 

４ 経済的支援 

（１）ひとり親世帯への経済的支援 

○ ひとり親世帯への経済的支援、医療費等の負担を軽減するための助成 

［児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費等助成事業］ 等 

（２）その他の経済的支援 

○ 生活保護を受けている子どもの教材費や給食費、高等学校の入学費等の支給 

                           ［生活保護法による教育扶助・生業扶助］ 

○ 母子家庭等の経済的自立や生活意欲の助長に対する貸付け 

［母子父子寡婦福祉資金の貸付］ 

○ 多子世帯等に対する特定優良賃貸住宅への家賃補助 

［特定優良賃貸住宅家賃補助事業］ 等 

２ 生活の支援 

（１）保護者への生活支援 

○ 複合的な課題を抱える生活困窮者に対し、包括的な支援の実施 

［生活困窮者への自立相談支援］ 

  ○ 民生委員・児童委員による相談や助言、情報の提供等の援助活動の充実強化 

［民生委員・児童委員制度］ 

○ ひとり親家庭に対し、支援員等による付き添い型の自立に向けた支援 

［母子生活支援施設］  等 

（２）子どもの生活や就労への支援 

○ 放課後や週末などの児童の安全な居場所の確保 

［放課後子供教室推進事業］  等 

 （３）児童養護施設等の子どもへの支援 

   ○ 要保護児童の受け皿整備を図るため、民間児童養護施設等の整備の促進 

［児童養護施設・乳児院の整備］  

○ 児童養護施設等を退所した子どもへのアフターケアの推進 

［児童自立生活援助］   等 

（４）その他の生活の支援 

○ ひとり親世帯及び生活困窮度の高い多子世帯の公営住宅への優先入居 

［県営住宅へ入居する際の優遇措置］  等 

３ 保護者に対する就労の支援 

（１）保護者の就労への支援 

○ ひとり親家庭へ、生活支援と就業支援を組み合わせた支援の提供 

［母子家庭等就業・自立支援センター事業］ 等 

（２）保護者の就労に係る資格取得への支援 

○ 自主的に職業能力の開発を行うひとり親に対しての給付金の支給 

［母子家庭等自立支援給付金事業］ 等 

 

一層の子どもの貧困の実態の把握に向けて、国の調査・研究の状況も参考にしながら、

調査・研究に取り組む。 

Ⅴ 調 査 ・ 研 究 


