
 

   

 

  

 

 

  

 

 

 

「三重県ひきこもり支援推進計画」 

～誰もが自分らしい生き方を選択できる社会

の再構築（リ・デザイン）をめざして～ 

 

中間案 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年 12 月 

三 重 県 



 

目 次 

第１章 計画策定の基本的事項 ................................ .................  1 

１ 計画策定の趣旨 ................................ ................................ ...........  １ 

２ 計画の支援対象者 ................................ ................................ ........  ２ 

３ 計画の位置づけ ................................ ................................ ...........  ２ 

４ 計画期間 ................................ ................................ ....................  ２ 

第２章 ひきこもり支援に係る現状と課題 ................................ ..  ３ 

１ ひきこもりの特徴 ................................ ................................ ........  ３ 

２ ひきこもり支援に係る現状と課題 ................................ ...................  16  

３ 支援機関とその役割 ................................ ................................ ....  18 

第3章 基本的な考え方 ................................ .......................  25 

１ 基本理念（めざす姿） ................................ ................................ . 25 

２ 基本方針 ................................ ................................ ...................  26  

３ 基本的な取組の方向性（施策展開の柱） ................................ ...........  28 

４ 施策展開にあたって重視すべき視点 ................................ ................  29 

第4章 取組方向 ................................ ................................  30 

１ 情報発信・普及啓発 ................................ ................................ ....  30 

２ 対象者の状況把握・早期対応 ................................ .........................  30 

３ 家族支援 ................................ ................................ ...................  31  

４ 当事者支援 ................................ ................................ ................  32  

５ 社会参加支援 ................................ ................................ .............  33  

６ 多様な担い手の育成・確保 ................................ ............................  34  

第５章 計画の推進 ................................ .............................  35 

１ 多様な主体への期待 ................................ ................................ ....  35 

２ 切れ目のない包括的な支援体制の構築 ................................ .............  36 

３ 計画の推進体制 ................................ ................................ ..........  38 

４ 計画の進行管理 ................................ ................................ ..........  38 



 

 

- 1 - 
 

ể   

１ 計画策定の趣旨 

 Ҍ

ⅎ ї Ἆγ  

Ể ᴾˮ פἯֿפֿ ᶡ ΅ Ϲ

ὀ— Ự ⁵ѕїג · уӨ Ỏ῾ їג

ᾶẪ᷈ ͯ Ϭ·ּͯמ Ἆγᶣַא ͯ ⁵ ͻ ѐ פֿ ͯ

פ 8050 1 Ῠ ṽͯ Ḁͯ ѻͯ ᷈

ͯ ‰Ḉ Ξ  

  מּ· ˞ Ѵ ͯ ˞ ổ

Ξ δᴒ ὤ ᷈ ἐ ΅ ἐ Ẫ Ẵṭ כּ

↑ ẻ ͒ ⅝ Ӵѕ Ἆγ ᵑ  

ᴱ ᶓ ˞Ἆγ ẅὫ Ỹᵅ ˞Ξ ☺

Ј ằ̻ ⅝ ᶣ  ᴽ ṭ ẅὫᴱ

˞ ẻằ̻ᴁΪ   ѝ −

ằ̻ Ῠ ϯ ˂ ꞈ ằ̻ Ậ —˭ ⁵

ṗ˟→ Ἠ ♯  

ᴱ Ỹ ằ̻ ὣ ʤ

ᶺ↓ ꞈ ꞉ᶅ ӌῺᾒ Ἆγỉᵃ טּ  Ӳ

י е░ῑ ϩ ἎγתṈЉ ̚Ӽ

ˀῲ ‰Ḉ Ξ ; ↑  

ᴘ Ἆγ ẻ π∆ ˞ӡ−Ἆγ Ỹᵅ ᶆ

˞ὡ ṽͯ Ḁͯ ằ̻ ͒ Ј ằ̻ ⅝ ᶣ

י ằ̻ ѝ ꞈ ằ̻ ẇͽằ̻ ˞

ᶆ ằ̻ ˢ ỸẴ ὫⱲ ằ̻ ⅝↔ Ỏԃ  ⱦ╚

ᴘẴᶺ ᴱ Ậ Ἠ♯ ϋầ Ậ

ằ̻ ₢ ѯ ↔  

ᴱ Ѿ ằ̻ ͯ ᴁΪ

ẅὫᴱ ằ̻₢ᴁΪ ṭ ˢ⁵Ἠ ẙ ˞ӡ−Ἆγ

Ỹᵅ ᶆ ằ̻ ꞋḀ ₢ ᴁΪ ₢

Ỏἐ ỡ − ◑ Ἆγ

ḽᶣ  

                                                   
1 8050問題：子どものひきこもりの状態が長期化して中高年となる一方、生活を支えてきた親も高齢
化により収入が途絶えたり、病気や要介護状態になったりして家族が経済的に孤立・困窮する問題。象
徴的な年代として「80代の親と50代のひきこもりの子」を意味しています。 
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２ 計画の支援対象者 

15 ṇˀῲ Ϲᶡּסԃᵭ   ἐ מּ·

ằ̻  

 Ҟ2  

ɋ  Ϲᶡ ẚỎ ἎγЉ ẇͽ ˀϑמּ· ⁵ ᵺ

ᴾּב ᴘˀῲ ỡ נּ   ἐ  

Ɍ  Ϲᶡ ẚỎ ἎγЉ ẇͽ ˀϑמּ· ⁵ ᵺ Ỗ

ἱ Ỏ ἐכֿ ᵺ כ ϑὶ ἐ  

 

３ 計画の位置づけ 

ᴁΪ ᴽ ṭ ẻ ῲ˂ᴁΪ ẅὫᴱ ˞ ẻằ̻

ᴁΪ ѯ ằ̻ Ằ ᴁΪ ᶳ ᶓ

˞Ἆγ ẅὫ ὓ ˞ ẻἎγ ẩ ϯ

ˢ⁵Ἠ ẙ ˞ӡ−Ἆγ Ỹᵅ ᶆ ╣  

Ậ ằ̻ Ξ δᴒἪ ϧἯ ẻẴṭ Ξ

δᴒ Ѳ Ἶ  

 

４ 計画期間 

ẅὫᴱ ˞ ẻằ̻ᴁΪ ᴁΪѻѕ ↔Ḁ↑ ₑ

ᴁΪ ᴁΪѻѕ ѕ  

 

 

 

 

                                                   

2 ひきこもりの定義：厚生労働科学研究こころの健康科学研究事業「思春期のひきこもりをもたらす精

神科疾患の実態把握と精神医学的治療・援助システムの構築に関する研究」による「ひきこもりの評

価・支援に関するガイドライン」（平成22年5月）において、「様々な要因の結果として、社会的参加

（義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊）を回避し、原則６か月以上にわたって

概ね家庭にとどまり続けている状態（他者と交わらない形での外出をしていてもよい）を示す現象概念

である。なお、ひきこもりは原則として統合失調症の陽性あるいは陰性症状に基づくひきこもり状態と

は一線を画した非精神性の現象とするが、実際には確定診断がなされる前の統合失調症が含まれている

可能性は低くないことに留意すべきである。」とされています。 
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Ễ כֿקּ   

１  ひきこもりの特徴 

（１）国の調査結果 

① ひきこもりの人数 

15 ṇˀῲ 39 ṇˀͮ Ῠ ϶ ἣἐ −Љ ї ḱ ḉᾙ

→ 28 2016 9 ᴘ ˀͮ → 28 ḉᾙ ӴҞ

ϑὶ ỷ ֕ᾒ

ὶ ỡỲ ὶ · ὶ ỡỲ ὶ

ε 17.6 ⁵ ᾈ ỡ ἱ ї Ỏ

ϑὶ ε 36.5 ⁵ ἐ Ḁ ᶓҞ

54.1 ⁵ ὶᵅ 1.57  

40 ṇˀῲ 64 ṇˀͮ Ῠ ϶ −Љ Ӳ ї ḱ ḉᾙ

→ 31 2019 ᴘ ˀͮ → 30 ḉᾙ ӴҞ

36.5 ⁵ ᾈ 24.8 ⁵ ἐ Ḁ ᶓҞ

61.3 ⁵ ὶᵅ 1.45  

ˀῲ ᴕΌ ἣἐ ᵅῨ ᷈ Ⱳ

᷈ ͯ ᶆד ᶓҞ Ḁᴁ 115.4 ⁵

ᴱ ᶓҞ ᾋᴁẐ 1.6 ⁵ 15 ṇˀ

ῲ 39 ṇˀͮ 7,5 70 ⁵ 40 ṇˀῲ 64 ṇˀͮ 8,570 ⁵ ₢ᴁ  

② 性別 

→ 28 ḉᾙ ↑ ЅḀ 63.3 ᾟ↑ 36.7

→ 30 ḉᾙ ↑ 76.6 ᾟ↑ 23 .4  

ˀῲ ᴕΌ ↑ ᾟ↑ פֿ ᾟ↑ ῺḀ ·Ỏ

Ἢ ᴳ Ⱶ ỸṔ

ЅḀ ↑ ┘  

③  ひきこもり状態になってからの期間 

→ 28 ḉᾙ   ѻѕ ˀῲ Ѕ

Ḁ 34.7 Ḿ ᷈ ỗ 28.6  

→ 30 ḉᾙ ЅḀ 21.3 Ḿ ᷈ ỗ  

14.9 ˀῲ 46.7 ₲ ╥  

ἣ Ⱳ ᷈ Ⱳ ѻͯ ᶆד  
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④ ひきこもり状態になったきっかけ 

→ 28 ḉᾙ   ᶡ ᾴϹᶡ  

Ϲᶡ ᷈ᶡ —Ὼ ЅḀ 18.4 ὀ—Љ  

⁵ѕїג 16.3 ᾏ  

᷈  

→ 30 ḉᾙ — ЅḀ 36.1 ⁵ѕїג

ҁ 21.3 —Ὼ

19.1 ᾏ ᷈  

ˀῲ ᴕΌ ἣ Ⱳ ᶡ ᾴϹᶡ Ϲᶡ ᷈ᶡ ầ

ᾶ ᷈ Ⱳ — ⁵ѕїג —Ὼ ẚỎ Ҍˮ ᶆד

 

⑤ 就職した経験 

→ 28 ḉᾙ ὀ— ᴻת ЅḀ 35.3  

→ 30 ḉᾙ ЅḀ 2.2  

 

ˀῲ ᴕΌ   Ѕˀῲ ὀ— ᴻת  

 

⑥ 関係機関に相談した経験 

ḉᾙ   44 ꞈ ת

ᴻ ₲ˀῲ їגѾї  

ꞈ їגѾї ˵  ᾒ → 28 ḉᾙ 60.0

→ 30 ḉᾙ 52 .2 —ԃʸ ᾒ ὀ ằ̻Ѿї → 28

ḉᾙ 33.3 → 30 ḉᾙ 13.0 ᾏ ᷈  
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（２）県の実態調査結果 

A. 相談支援機関等へのアンケート調査結果（令和２年度） 

ḱ ᴱ 72 ꞈ ằ̻Ѿї ˞ằ̻ ẻỎ ᾒ  

−Љḛӄἐỡ ꞈ ằ̻Ѿї ᴜᾒ ΅ϓἐꞈ ằ̻ Ậ Ἆγ ẻӣ

ҡγ ˛ Ѿї Ῠ   Ỹ ʤ

ᴘ ᴘ ḱ ỸẴ εἽ 72 360  

ḱᴕΌ ἧ ϖ ỗ  

① 属性 

↑ ↑ ЅḀ 77.5 ᾟ↑ 22.2 ᷈  

 

ᵅṖ 30 ЅḀ 28.9 Ḿ ᷈ 20 50

ЅḀ ☺ Ѕ ╥  

ꞈ ἐ ЅḀ 58.1 Ḿ ᷈ ˢ Ỏἐ ⁵ 10.3

     

→ᶣמּ·  ЅḀ 27.5 Ḿ ᷈ ỗ  ו Ẩ

22.8  18.6 ˢ ӌ·ּמ 9.2

 

·ᴁ  Ӳ ЅḀ 31.1 ֠ 27.8 ֠

11.4  

② ひきこもり状態になってからの期間 

   ѻѕ ЅḀ 18.9  

Ḿ ᷈ ỗ 10 17.5 10 15 12.8  

30 ˀῲ 4.2 ˀῲ ₲ ╥  

ѻѕ Ỏ פֿ  

③ 相談者が初めて相談支援機関を利用するまでの期間 

  Ỏἐ   ꞈ ἐ ᾑ ꞈ ằ̻Ѿ

ї ѻѕ ЅḀ 18.6 Ḿ ᷈ ỗ

10 15.6 10 15 12.5

ꞈ ằ̻Ѿї ѻѕ Ỏ פֿ  

④ ひきこもり状態になった主なきっかけ 

    ἧ ⁵ѕїג

ЅḀ 12.5 Ḿ ᷈ ỗ —Ὼ 12.2

— 7.2 ὀ їג Ỏ פֿ

ᾴϹᶡ Ϲᶡ ᷈ Ϲᶡ Ϲ ╧ Ϲᶡ ѻ Ϲ ѝ Ỗ Ḁ

ᶡ ЅḀ 24.7 ╥ ᶡ ầ Ỏ ᾶ
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⑤ 当事者との接触 

  Ỏἐ ╗‖ ѝ ╗‖ ЅḀ

55.0 ╗‖ 45.0 ᷈ ꞈ ằ̻Ѿї Σ ₲

Ỏἐ γ  

⑥ 当事者に対する支援等の内容 

Ỏἐ ằ̻ ᾒ ꞈ їג

ЅḀ 25.7 Ḿ ᷈ Љ 17.8 ᴳἩ 10.5

ˢ ὀ ằ̻ 5.6 ᵺ Ὼ Ӝ 4.1

Ἆγẇͽ אָ Ỏ ᾶ  Ӳ  

⑦ 連携した関係機関 

ע     їגѾї ˵  ᾒ ЅḀ 12.8 Ḿ ᷈ ỗ

ẻỎ ᾒ 10.7 −Љḛӄἐᶆ ꞈ ꞉ᶅ 10.1 ˞ Јằ̻

9.5 Ἆγ ẻӣҡγ 8.5 ᴜᾒ ᴜ

−ˇ˭ ố ˇ˭ 7.1 ˢ —ԃʸ ᾒ

˞ἣἐ ὀ Ѿї 3.6

˞ằ̻ 1.5  

ɒ 主な自由意見 

 ꞈ ằ̻ ḛ  

ꞈ ꞉ᶅ ӌῺᾒ Ἶ ὣ  

  Ỏἐ ᾒꞈ ᶺ ỡ  

ằ̻ ᶂ е ằ̻ ѻͯ ᶆד ₲ 

˂ נּװ ằ̻  

מּ·  ꜙѻ δᴒ Ỏἐ ắ −  

 Ἆγỉᵃ Љ ↔  

╧ ủ Ỏἐ מּ· ʸ• Ὼ  

ằ̻ Ὣ ể ᶺ Ỏԃ ⁵ 

ṗ ṙᵃ טּ  

 ˞Ἆγ δָא 

 Ἆγ☺   ⁵ Ѫԃ    

Ỏԃᾒ ˞ δ Ҿ  

 ͕  ע

Ϲ−Ỗ ᶡ ầ ᾶ Ӱ˟ ố ẻ   

╕ ằ̻ ѻͯ ṽͯ ꞈ ḛ  

פֿ  
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י  е░ῑ ͒ 

Ḛᵭ ̚Ӽ Ṉḛӄת ἒ ӭ ᵅṖ ꞈ  

פֿ ˀῲ ꞈ ₲ +ͽ ᴦ  

Ἆγ ὶ ˋ ổ ầ е░ ʸ ϑὶ⅝ᵊ  

ˋ ᵂ ằ̻ ₲  

 

 

B. 民生委員・児童委員へのアンケート調査結果（令和３年度） 

ḱ ᴱ ☺ −ˇ˭ ố ˇ˭ ἧ ố ˇ˭ ѝ Ῠ  

  Ỹ ʤ ᴘ ᴘ

ḱ ỸẴ  

εἽ 92.4 3,777 ⁵ 4,08 8 ⁵ ᴘ ᵅṖ Ỹ₲  

ḱᴕΌ ἧ ϖ ỗ ᾤ ͻ 

 ＜民生委員・児童委員に関する質問項目＞ 

① 担当地区におけるひきこもり状態にある方の把握の有無 

  ε ЅḀ 22.0 831 ⁵

  Ỏ 1,270  

② ひきこもり状態にある方の把握方法（①で「いる」と回答） 

  ʤ ֕ ὡ ῾ Ӝ ꞈ Ѕ

Ḁ 50.7 Ḿ ᷈ ỗ ϧⅎ ᴳἩ ʸ ϯ Ỗ 23.1

כֿ ֕ ὡ 20.7 Ỏἐ מּ· ꞈ 14.2

ˢ Ỏἐ ꞈ ЅḀ 1.8%  

③ 連携している関係機関 

ע їגѾї ЅḀ 19.9 Ḿ ᷈ ỗ

˞ Јằ̻ 15.8 Ἆγ ẻӣҡγ 12.9 % Ậ ᾒ

Ὼ 10.7 Ϲᶡ ѝ 5.7

˞ằ̻ 5.6  

④ ひきこもり支援で困っていること 

ằ̻ ḛ ג ủ ằ̻

ЅḀ 26.2 Ḿ ᷈ ỗ Ỏἐ · Ṗקּ

ʤ 23.2 Ỏἐ · Ṗקּ ʤ

ꞈ 12 .0  
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⑤ ひきこもり支援のために必要と考える施策 

ằ̻ ᶳ Ẵṭ ꞈ ꞉ᶅ ὢỸ ЅḀ

33 .9 Ḿ ᷈ ỗ ꞈ ꞉ᶅ Ἶ PR 30.2 ╧ ˛ ằ

̻ 22.5  

⑥ ひきこもりの状態から復帰した人 

  ѿ ⁵ ЅḀ 6.0  

  

＜ひきこもり状態にある方（1,270事例）に関する質問項目＞ 

① 属性 

↑ ↑ ЅḀ 70 .9 ᾟ↑ 20.9 ᷈  

40 49 ṇ ЅḀ 23.4 Ḿ ᷈ ỗ 30 39 ṇ  

16.7 50 59 ṇ 16.6 ᷈ Ⱳ 40 ṇˀῲ ЅḀ 

55.7 ἣ Ⱳ 15 39 ṇ (29.7 %) ᷈ ᷈ ͯ  ᶆד

 

→ᶣמּ·      ЅḀ 58.2 Ḿ ᷈ ỗ ӌ  

41.1  20.9 ₲ε  

② 外出状況 

  ϑὶ Ӳ · ֕ᾒ

ὶ ЅḀ 29.9 Ḿ ᷈ ỗ · ỡ

ἱ ї Ỏ Ỗ ϑὶ ỡỲ ὶ · ὶ

15.4 ˢ ỡỲ ὶ ЅḀ 5.1

 

③ ひきこもりの状態になってからの期間 

  ѻѕ 10 20 ЅḀ 19.1  

Ḿ ᷈ ỗ 10 10.4 20 30 8.9  

ˀῲ Ѕ 42.6 ╥ ѻͯ ᶆד  

 

④ ひきこもり状態になった経緯・きっかけ 

  ἧ ˔ת ὀ—Љ

—Ὼ ⁵ѕїג — Ḁ

ὀ їג ЅḀ 22.6 ᷈ ᾴϹᶡ Ϲᶡ ᷈

Ϲᶡ Ϲ ╧ Ϲᶡ ѻ Ϲ ѝ Ỗ Ḁ ᶡ ЅḀ

10.8 ᶡ ầ Ỏ ᾶ  
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⑤ 現在の支援状況 

ᵅṖ ằ̻ Ӳ ằ̻ ἵ ЅḀ 8.6 ằ̻ ἵ  

26.6  

⑥ 支援の希望の有無 

ằ̻ Ѵ ⁵ מּ· Ѵ ЅḀ 16.3 Ḿ  

᷈ ⁵ מּ· Ѵ ⁵ Ѵ מּ· Ѵ Ḁ Ѵ 

7.4  

⑦ 必要な支援策 

ằ̻ṭ ╧ ˛ ằ̻ ЅḀ 8.7 Ḿ  

᷈ ỗ ὀ ằ̻ 7.5 ằ̻ 7.2  

⑧ 普段、自宅でよくしていること 

ỡ ЅḀ 11.1 Ḿ ᷈ ỗ 

7.6 6.5  

⑨ 普段、通信手段で利用しているもの 

“Ἢ ЅḀ 11.3 Ḿ ᷈  

ỗ 4.6 SNS 2.1  

⑩ 普段、悩み事を相談する相手 

    Ỏ ꞈ ꞈἪ ЅḀ 10.7 Ḿ ᷈ ỗ

ꞈ 4.6 ו Ẩ 4.3  

 

 

C. 地域包括支援センター等へのアンケート調査結果（令和３年度） 

ḱ ᴱ ˞ Јằ̻ Ṗ βᵶằ̻ Ῠ

  Ỹ ʤ ᴘ ḱ Ỹ

Ẵ  

εἽ ˞ Јằ̻ 80.9 55 ᾒ 68 ᾒ Ṗ βᵶằ̻

44.1 26 ᾒ 59 ᾒ  

ḱᴕΌ ἧ ϖ ỗ  

① 担当地区におけるひきこもり状態にある方の有無 

˞ Јằ̻ ε ЅḀ 90.9 50 ᾒ  

  286 ⁵ ᷈ Ⱳ 224 ⁵ 78.3  
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Ṗ βᵶằ̻ ε ЅḀ 53.8 14 ᾒ  

  36 ⁵ ᷈ Ⱳ 27 ⁵ 75.0  

 

② ひきこもり状態にある方を把握する機会（①で「いる」と回答） 

˞ Јằ̻ їגѾї ῾ Ӝ ЅḀ 74.0 Ḿ  

᷈ ỗ Ỏἐ מּ· ꞈ 66.0 ֕ ὡ ῾ Ӝ 

ꞈ 52.0  

Ṗ βᵶằ̻ Ỏἐ מּ· ꞈ їגѾї ῾ 

Ӝ ЅḀ 50.0 ᷈ ỗ ϧⅎ ᴳἩ ʸ ϯ Ỗ  

֕ ὡ ῾ Ӝ ꞈ 21.4  

Ѿї їגѾї ῾ Ӝ ₲ ╥

ằ̻ їגѾї ע Ὣ  

③ ひきこもり状態にある方を知ったときの対応 

˞ Јằ̻ Ỏἐ מּ· ꞈ ЅḀ 34 .5

Ḿ ᷈ ỗ їג ᶺ 20.0 Ỏἐ מּ·

ꞈ ꞉ᶅ ằ̻Ѿї ῾ Ӝ ᶺ ꞈ ꞉ᶅ ằ̻Ѿї

Ỏἐ מּ· ї ῾ Ӝ ᶺ 14.5  

Ṗ βᵶằ̻ Ỏἐ מּ· ꞈ ЅḀ 30.8 %

Ḿ ᷈ ỗ ꞈ ꞉ᶅ ằ̻Ѿї Ỏἐ מּ· ї ῾ Ӝ

ᶺ 23.1 Ỏἐ מּ· ꞈ ꞉ᶅ ằ̻Ѿї ῾ Ӝ

ᶺ 19.2  

Ѿї Ỏἐ מּ· ꞈ ЅḀ ᷈

 

④ 連携している関係機関 

˞ Јằ̻ Ậ ᾒ Ὼ 69.1 Ἆγ ẻӣҡγ  

65.5 −ˇ˭ ố ˇ˭ 63.6 −Љḛӄἐỡ ꞈ ằ̻Ѿї  

54.5 ᴜᾒ ᴜ 47.3 ᾏ ᷈  

Ṗ βᵶằ̻ −ˇ˭ ố ˇ˭ 57.7 Ậ ᾒ  

Ὼ 46.2 Ἆγ ẻӣҡγ ˛ Ѿї 34.6 ᴜᾒ  

ᴜ 26.9 ᾏ ᷈  

Ѿї −ˇ˭ ố ˇ˭ ע ₲  

 

⑤ （中高年層向け）ひきこもり支援で困っていること 

˞ Јằ̻ מּ· ꞈ Ỏἐ ꞈ ằ̻  

ЅḀ 78.2 Ḿ ᷈ ỗ ג ủ ằ 

̻ 70.9 ꞈ ằ̻ Ể ỖѕתΣ  
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פֿ ͒ е 63.6  

Ṗ βᵶằ̻ ג ủ ằ̻  

ЅḀ 61.5 Ḿ ᷈ ỗ מּ· ꞈ Ỏἐ  

ꞈ ằ̻ 57.7 ֕ ˞ ג ằ̻ 

Ἆγỉᵃ 46.2  

Ѿї מּ· ꞈ Ỏἐ ꞈ ằ̻  

ג ủ ằ̻ ЅḀ  

᷈  

⑥ （若年層向け）ひきこもり支援で困っていること 

˞ Јằ̻ ג ủ ằ̻

ЅḀ 52 .7 Ḿ ᷈ ỗ מּ· ꞈ Ỏἐ

ꞈ ằ̻ 43.6 ꞈ ằ̻ Ể ỖѕתΣ

פֿ ͒ е 38.2  

Ṗ βᵶằ̻ ג ủ ằ̻  

ЅḀ 50.0 Ḿ ᷈ ỗ מּ· ꞈ Ỏἐ  

ꞈ ằ̻ ֕ ˞ ג ằ̻ Ἆγỉ 

ᵃ 50.0  

Ѿї ג ủ ằ̻  

מּ· ꞈ Ỏἐ ꞈ ằ̻ ЅḀ  

᷈ ᷈ Ⱳ Ξ ᶆד  

⑦ ひきこもり支援のために必要と考える施策 

˞ Јằ̻ ╧ ˛ ằ̻ ЅḀ

78.2 Ḿ ᷈ ỗ ằ̻מּ· 76.4 ꞈ ꞉ᶅ ὢỸ 72.7

 

Ṗ βᵶằ̻ ằ̻מּ· ЅḀ 80.8 Ḿ ᷈ ỗ ╧

˛ ằ̻ 73.1 ꞈ ꞉ᶅ Ἶ PR 69.2

 

Ѿї ╧ ˛ ằ̻ ằ̻מּ·

ЅḀ ᷈ ˛ אּ ằ̻מּ· Ὣể

 

⑧ ひきこもりの状態から社会復帰した人 

  Ἆγ ѿ ⁵ ЅḀ ˞ Јằ̻  

41.8 23 ᾒ Ṗ βᵶằ̻ 11.5 ᾒ  
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D.  就職氷河期世代の実態調査結果（令和２年度） 

ḱ ᴱ ὀ— ΐѻⅎ 34 ṇˀῲ 49 ṇˀͮ Ỹ  

ʤ ὀ— ΐѻⅎ ἧ ằ̻ Ῠἐ(a. ʸ ὀ   ( ˋ ∆҉)  

b. ѻ ԃ   c.Ἆγẇͽ ᶆ ằ̻  

ằ̻ṭ ѪΪ ₢ ѯ♦ỉ 5,500  

⁵ Ῠ 10 ᴘ 11 ᴘ ỸẴ  

 

 ἧ ằ̻ Ῠἐ₲ ₢ᴁ 

 ḱѻѕ 1,923 ⁵ ᶂε  

ḱᴕΌ ẅὫᴱ ἧ ằ̻ Ῠἐ ₢ᴁ 18,200 ⁵ b c 

Ὣ ἐ ᾤ  

a. ʸ ὀ   ˋ ∆҉  8,400 ⁵ 

b. ѻ ԃ         5,000 ⁵ 

c. Ἆγẇͽ ᶆ ằ̻     7,700 ⁵ 

 ϛ ⁵₲ 
ᶂε ₲  

╥ ЅḀ( )  
ᴱ ₢ᴁ  
(34 49 ṇ)  

a.  ʸ ὀ   ˋ ∆҉
 

44  
2.3  

1.6 3.0  
 3.1  

8,445  

b.  ѻ ԃ    26  
1.4  

0.8 1.9  
1.5  

4,978  

c. Ἆγẇͽ ᶆ ằ̻  40  
2.1  

1.4 2.7  
1.45  

7,670  

Ḁᴁ 95  4.9   18,216  

(  ) 95 “ ֜ѕ  
ͮ (  ) Ḋ ₢ᴁ ẅὫᴱ ằ̻ Ῠἐ ЅḀ 35 44 ṇ   
Ꞌ ῒ H29 ὀԃᶣַאѯ ḱ ѯ ₢ᴁ  

 c. Ἆγẇͽ ᶆ ằ̻ ϶ → 30 ḉᾙ
ὶᵅ ☺Ḋ 40 64 ṇ ׄ ὶᵅ 1.45  

ᴱ ₢ᴁ ẅὫᴱ ὀ— ΐѻⅎ 34 49 ṇ ⁵ᶅ 368,762 ⁵ ᴘ ⁵
ᶅ ḱ R1.10.1 ѯ ᶂε ₲ ╥ ЅḀ Ẑὶ  
Ḁᴁ b c Ὣ ἐ 15 ⁵ ₢ᴁ₲ 2,900 ⁵ ᾤ ᷆
₲ טּ ˢ  

Ἆγẇͽ ᶆ ằ̻ ϶ → 30 ḉᾙ Ῠἐ  

ᴙ ᶣ→ ˑ ἧ ϖ ỗ  

① 属性 

ὀԃכ — 67.5 ╧ԃἧ ἧ 32.5    

↑ ᾟ↑ ЅḀ 52.5 ↑ 40. 0 ᷈  

↑ Ḟ ЅḀ 87.5 ᷈ ᾟ↑ ѺḞ 52.4

Ḟ 47.6   
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② 学卒時からの就業経験 

ϹּסỖ Ḿᾑ ὀ ẚỎ ὀԃכ ↑ ∆҉ —˭ ὤԃ˭

37.5 ЅḀ ∆҉ —˭ ὤԃ˭ 31.3 ᷈

25.0  

③ 就労意向 

ᵅṖ ⁵ѕїג ʸ 42.5 ҁ

40.0 ủ ỡ“ 35. 0 ᾏ ᷈

ὀ ˋᶆ ↑ ἣ ⁵ ∆҉ —˭ ὤԃ˭ Ѵ

ЅḀ ᷈   

④ 日頃の過ごし方 

ˀϑמּ· γ ☺ Ḋ ϴ γ γ

Ḁ γ ЅḀ 20.0 ᾟ↑ ↑

γ ᷈  

ᵅṖ SNS LINE 50 % Twitter 22.5 Instagram

15.0 Facebook 5.0% ᷆ ὀ— ΐѻⅎ ☺

 

⑤ ひきこもり状態になってからの期間  

  ѻѕ 5 ˀῲ ЅḀ 52.5

 

⑥ ひきこもり状態になったきっかけ  

  ↑ ὀ—Љ  

43.8 ⁵ѕїג 31.3 % ᾟ↑ ҁ

38.1 ⁵ѕїג 33.3 ᷈  

⑦ 関係機関への相談意向 

їגѾї ꞈ ˋᶆ ´ ắ ắ ᾶ ắ  

Ḁᴁ ắ ЅḀ 57.5 ☺ Ḋ ᷈ ↑ 62.6 ₲

  

⑧ 今不安に思っていること 

ᾳ −Љ ѝ Ḛ ʸ ắ Ḛᵭ Ἵ ỉẏ ᴳ

75.0  ᴜᶕ βᵶ 62.5 ỡ ᴜᶕ ᵅṖ Ἵ ỉẏ

55.0 50 ˀῲ ☺ 10 ˀῲ᷈

ὀ— — 37.5 ☺ 20 ˀῲ᷈  
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E. ひきこもり経験者・家族会への意見聴取 

ɋ תᴻἐ ∞ 

A  

⁵ ᴳ ⅎφ ˑ ⅎ ⁵ ╗ 

˙ ˢ⁵ פֿ ṥ  

  Ỗ ằ̻ἐ Ἆγ Ḛ ϑ 

  ⁵ Ἆγ  

ὀ— ắ  

ỡ ỡ еϱ ― ⁵ ⁵ їג↑ Ἆγ  

їג ᵑ ‰  

 ˢᾗ ᶳ ỡ ᵈ ʸ•е  

ꞈ ꞉ᶅ ᶓ ╕ Ậ ᶓ ᴜᶕ ꞉ᶅ  

 

ᴜᾒ —˭ ⁵Ỏˑ ꞈ ὣ ˰ װ  

ˢ ꞈ ╝  

Ἆγ Ὼ Ӝ  

ϑ ӌῺᾒ ẇͽἐ ᵏ ͯ Ỏ  

1 Ὼ פֿ ῾ ◑ Ề ἵ  

ằ̻ἐ ẚ♯ Ὣ  

 

B  

ᴻ Ự ắ Ự ᵭλ  

ʸе Ӫ ỡ ═ ╟ − ҁ  

 

ỡ Ӫ ϑ Љ Ẫ  

∙‹ ⁵  

⁵ Ṗקּ  ´ ʸ•е  

 

C  

Ḛ ˰ ὶ ͢ ≤ᴱ γ  

ὶ ה ˰ ὶ ὶ ắ  

Ỏ ᴽ █  

ὶ ắ  

ἔᶺ  

Ự ᵈ Ὣể Ệᶺṯ 

ᵵ Ỗѕ ╕  

τ ̎ΐ ∙‹΅ ΅    

· ṥԃ ⁵ Ḣ Ҫ ṥԃ  
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᷅ − ᶳ ╕ ― ⁵  

Ἠ♯ Ẽ ҁ ֠  

ᶳ ―  

ỡ ᴳ ͻ ѐ  

ḀỰ ῑ  

ҁ Ḛ ҁ◗ Ḛ ỡ  

 

Ɍ Ỏἐ מּ· γמּ· ∞ 

D  

LINE ῾ “ Ἢ ˢ ẇᶳ  

 

ӰỲמּ· ϧẬ ϋḼ ὶ Ằ  

⁵ѕὣ⁵ὣ― ˙ כֿ ⁵ ὤ ỡ ⁵− ỡ 

◑ −  Ḛ ὼѕ −  

  ὶ Ỗ ằ ắ ằ 

ו   ˙  

 

E  

ᾟẪγ Zoom ϋḼ Ẫ ᾟ Ẫ  

ϑ ὶ  

ἇ פֿ ᷈ 50 γ ѿῒ ẚỎ ԃ  

Ἆγ ᵑ ʸ −Љ 

 

ᶋ ῲἪ ‛  

Ỏἐ ї• ổ נּ Ỏἐ ˋᶆ Ὣשּ ẩ⅞ ӡ 

е Ỏ їג ̳ Ỏ  

γמּ· їג їגѾї їגἐѕ ͕  

ᵅỖ γמּ· Ầ ͕    

  

F  

Ө֬ −Љ Ἆγ  

ᾟ ᵅ ☺ ∆  

е  

 

G  

Ỏἐ ᴲ Ӵ ắ Ἆγ βᵶ  

βᵶ ᴹ⅝ ◗ Ά מּ· βᵶ ◦ ⅝  

Ẵ╚ βᵶằ̻ ◦ ⅝ Ἆγ ˋ 

ủ Ỏἐ Ӷ − Ἆγ  
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２ ひきこもり支援に係る現状と課題 

  ᴱ Ỹ ằ̻ ʤ ḱ ằ̻

ᴻἐת ˋᴳ Ἠ ằ̻ ג ᵅ  Ξ

ỗ ↔  

（１）相談支援の充実・強化等 

Ỏἐ ꞈ ằ̻Ѿї ỡ ꞈ ằ̻

 Ӳ Ỏἐ מּ· ꜙѻ

ằ̻ ꞈ ằ̻ ᴩ  

ꞈ ằ̻Ѿї Σ ₲ Ỏἐ ╗‖  Ӳ

י ằ̻ ѝ ꞈ ằ̻ ὢỸ ₑ

 

ꞈ ằ̻Ѿї ằ̻ ᶺ ѕỎԃἐ ї ῾ ằ̻ ῾ ὣ Ἶ

Ỏἐ מּ· ằ̻ἐ Ỗ

῾ ╕ уӨ ↔  

（２） 相談支援から社会参加等への段階的・継続的支援 

ằ̻ Ỏἐ מּ· ˋᶆ  Ӳ Ѳ

ằ̻ Ҿ ꞈ Ὕ Ὼ ẇͽ ὀ Ἆγẇͽ

ằ̻ ό ͒ ό ằ̻ ꞈ ằ̻ ʸ• Ἆγẇͽ

Ὼ Ѿγ Ӝ ╕ ↑נּװ ằ̻ ᶺ

 

（３） 社会資源の活用と整備、包括的な支援体制づくり 

ằ̻ ỉ Ἆγỉᵃ ὣ ↔ Ѻּק Ἆγỉᵃѕ ע

ὣ ằ̻ἐ Ỏἐ מּ· ֬כ ╕ ằ̻Ѿї

Ỏ ˞ằ̻

їגѾї Ḋ ᴱ Ậ ѕ Ѕ ע Ỏἐ ʸ•

Σ ằ̻  ӌῺᾒ ᴩ

 

Ỏἐ מּ· Ḿ ֕ ằ̻Ѿї Ậ Ἆγỉᵃ

Ỹ Ј ằ̻ ⅝ ᶆ↑ ᴩ  

ᴱ Ậ Ἆγỉᵃ Ἠ♯ Ӳ ˞ ↑

ằ̻ ᶆ↑ ᴩ  
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（４） ひきこもりに関する理解促進 

˞Ἆγ ᴳ ḣӪ Ṗקּ

ᴱ χ ѕỎԃἐ ѕ

ї ∆ δ אָ ҷז ᶺ  

（５） 多様な担い手の育成・確保 

Ỏἐ מּ· Ḉ ͯ

י ằ̻ ằ̻ ͒ ╧ ⁵ṗ Ỏἐ ҁổ   

δ Ѳ ᴻἐת Ἢ ὣ ϯ

Ҿ ⁵ṗ ỉỷᶆῲ ѝ פֿ Ἢ ˟→ ϯ

ₑ  

（６） ひきこもり状態を長期化させないための対応 

  ᶡ ầ Ỏ ᾶ ὀ— Ự ⁵ѕї

ג —Ὼ Ỏ פֿ Ҟ Ӱ˟ὂ ᵭ᷈ Ϲᶡ

Ӱ˟Ѿї ᵣ ˛ ϑ ằ̻Ѿї ῺḀ Ἆγ “

е   ѻͯ ; ↑  

ꜙѻ ʤ ѻͯ ẻ ᴜ ˛ ᵣ Ӱ˟

ע Ӫͯ ╕ ằ̻ ᶺ  

  ѻѕ ᵏ ͯ Ἆγ Ἠ

ˢⱲḛ ᴦ Ḛ ằ̻ ֕

ᾳ −Љ ằ΅ − Ⱶ ▒Ṗ Ỏἐ

ᴩ  

ằ̻ ḾὊ ὀ ỡ ˋắ פֿ −

◑ ỡ − ˢ Ἆγ ḽ

  ј ╣ һ ;נּװ ᴩ

 

（７） 新型コロナウイルス感染症への対応 

י е░ῑ ̚Ӽ ằ̻ ᾒꞈ ᵂᾶ ӌῺᾒ

ϋḼỡέ е░ ʸ Ἆγẇͽ ˋ ổ ầ

Ỏἐ ˋ ᵂ ḽ   ј Ỏ

ằ̻ Γ ᵭ ằ̻ṭ

ᶼ  
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３ 支援機関とその役割 

ᴱ ằ̻ їג 21 Ѿї Ѕ ỗ

↔  

 

医療保健福祉分野 

（１）三重県ひきこもり地域支援センター 

    ẅὫᴱ ˞ằ̻  ᴜᶕ → 25 ᴘ

ϋ╚ ї ╧ ꞈ ằ̻ ⁵ṗ

˟→ ᴮὂγ ӰỲמּ· ϋḼ Ậ Ξ

Ӱ˟ ὀ ẻ ố ẻ ∙‹ ᴜ ẻ їגѾї ᶣ→

ằ̻ γҡ ╚ ˞ ằ̻ ᶺ

Ḛᵭ Ἶ PR ₑ їגѾї

ע ╧ ꞈ Ѿ ὢỸ ₑ  

 

（２）市町ひきこもり相談窓口 

    ☺ Ậ Ỏἐ Ḿ ֕ ằ̻Ѿї

ꞈ ꞉ᶅ ϯͯ Ἶ ᴘ ᵅṖ 20

Ậ Ἠ ♯ Ḛᵭ ˞ὡ Ḿ ֕ Ậ

ṽͯ Ḁͯ Ξ ꞋḀ ꞈ ͒ ᶺ

Ј ằ̻ ⅝ ↔   

 

（３）社会福祉協議会 

  Ἆγ ẻӣҡγ ˞ ẻ ₢ ѕ♯– ỡἧ↑ ˞

ὡ ằ ᶀӡ↑ ˞ὡ Ἆγ ẻїגἐ ẇͽ ӣ

˞Љ Ἠ ♯ Ḛᵭ

♯– ╗ − ꜙѻ ᴳ ẚ♯ ᶣ ᶓ ˞ χ δ

‰ ʸ• ӌῺᾒ Ỏἐ פֿ

ᴻת ┤ Ὣ Ἆγ ╗ ằ̻ἐ

→ γמּ· ╚  ꞈᵧằ̻ їג Ἆγ Ӫͯ

 

 

（４）生活困窮者自立相談支援機関 

    −Љḛӄἐỡ ꞈ ằ̻Ѿї ẻỎ ᾒ ╚ ᴱ 14 Ậ  פֿ

ҁ ╚ → 27 ϋầ −Љḛӄἐỡ ằ̻⅝ ѯ

ỡ ꞈ ằ̻ ὀ ᾈ ằ̻ Ỏἐ ѝ −Љḛӄἐ Ῠ ˢ

⁵  Ӳ ͒ ỡ ᶆ ꞈ ằ̻ ᶺ  
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ᴱ ╚ ẅὫᴱ−Љꞈ ằ̻ ằ̻˭

Ỏἐ מּ· Ῠ ằ̻יד ἧ

ằ̻ ᶺ Ḛᵭ ằ̻ ⅝ ὢỸ ₑ

 

 

（５）県福祉事務所 

ᴱ ẻỎ ᾒ ᴡ˞ ẻỎ ᾒ ╚ 14 шЎ −Љ ᵶ

ἵӈⅎ · Ỏἐ ʤ ῺḀ ỡ ꞈ ằ̻

Ѿї ע ꞈ ằ̻ ᶺ Ḛᵭ −Љḛӄἐỡ ằ̻

⅝ ѯ ὀ ᾈ ằ̻Ỏԃ ш ἵ Ỏԃᾒ ϋ 

 

 

（６）保健所 

ᴜᾒ ˞∙‹ ᴜ ṭ ᶓ˞ ╧ Ҙί ӏ Ѕ

ꞈ ᾒꞈ Љ Ỏἐ

 Ӳ · уӨ ʤ ˛ ἵ Ъᾯ ̻ᾝ ´−Љ ằ̻ Ỏἐ

⁵ מּ· ằ̻ ᶺ Ḛᵭ ∙‹Ỷд Ҝ Ỏἐ

ằ̻ ὢỸ їגѾї ע ˢⱲ₢  

  

（７）保健センター 

ᴜ Ẫ ᴜ ᴜᶕ+ ˞ὡ ֕

᷈ ᴜ ˢᴽ Ӝ ӏ ᴜᶕꞈ ᴜẰ ᴜᶕ

ḱ כֿ ˞ ᴜ ї Ἠ♯ ᶺ Ḛᵭ ᴜᶕꞈ ᴜ

Ӝ ї ꞈ ἵ Ṕ Ậ ꞈ

꞉ᶅ ע ˢⱲ₢  

 

（８）地域包括支援センター・在宅介護支援センター  

˞ Јằ̻ → 18 ᴘ βᵶ ᴹ π∆ ⱦ╚

ᴘ ᵅṖ ᴱ 68 ᾒ ╚ ̘̓ Ṗ βᵶằ

̻ →ᴽ 12 ᴘ ṭ ᷈ ἐ ᴜ ẻ₢ὣ ╪

ѯ ↔  ᴘ ᵅṖ ᴱ 58

ᾒ ╚ ̘̓ → ⁵ ẻ π∆ ⁵βᵶằ̻

Ῐ ⁵ ẻ ῲ ⁵ ẻẴ╚ ˂  

Ѿї Ậ Ѿ ˢ ˞ Ḿ◗▬ ᷈ ἐ ꞋḀꞈ ᴪ

ᵶ βᵶ ᶺ ᷈ ἐ ằ̻ ᶺ

Ỏἐ ╗ ; ↑ ằ̻

ὣ ʤ  Ӳ  
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（９）児童相談所 

   ố ꞈ ᾒ 18 ṇ Ẫ ἧ Ῠ Ẫ ᴜ☺ ˟→ ẻ

΅ ₑ ᶺ↓Ѿї ᴱ ᾒ ╚ ᵶꞈ ΅ ꞈ

Ẫ ї · ꞈ ͒ ˟Ἢ

ᶺ ố ұ ї ꞈ ḉ ἵ Ẫ

ʸ ϯ ῺḀ Ẫ ‰Ḉ Ѭᴹ Ⱶ ῺḀ ˢỖ

ᵶ ᴩ Ẫ ʸ☺ Ḿ ╣ ͒ Ḛᵭ Ẫ

ї ꞈ ͒ їגѾї ע ˢⱲₑ

 

 

（10）三重県障害者相談支援センター 

    ẅὫᴱ΅ϓἐꞈ ằ̻  ΅ϓἐᶟ−ꞈ ᾒ ΅ϓἐᶟ−

ꞈ ᾒ  ΅ ΅ ˛Ϲ • Ϲ ꞈ ằ

̻ ᶺ  ΅ ΅ ὢỸ −Љ Ỹᵅ

ằ̻ἐ їגѾї ע ằ̻ ⅝ ӣ ΅

ϧἯ ẻ ἵ  ΅ϓἐἪ ˟Ἢ

ᶺ ֥א ꞈ −Љꞈ ᶺ Ḛᵭ їגẬ

ע ΅ מּ· Ѳ Ṑ ͒ ᶺ

 

    

（11）障がい者（総合）相談支援センター  

    ΅ ἐ ꞋḀ ꞈ ằ̻ Ậ ╚  ΅ ἐ ΅

ἐ ∙‹΅ ἐ Ῠ ꞈ ằ̻ ᶺ Ḛᵭ ΅ϓ

מּ· ꞈ ͒ ằ̻ їגѾї

ע ₑ  

  

（12）自閉症・発達障害支援センター 

    ỡ ῑ ΅ϓằ̻ ᴱ ᴡ˞ Ἆγ ẻ

⁵ ˇ ╚ ϧ ꞈ ˭ ΅ ἐ ꞈ ằ

̻ ᶺ Ѿї ᾝᵈ Ỏἐ מּ· ꞈ ͒ • Ϲ їגѾї

ꞈ ˭ ᴮὂ ˞ὡ ҷז ᶺ Ḛᵭ ỡ ῑ

΅ מּ· ằ̻ Ậ ע

ꞈ ằ̻ Ἠ ♯  
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（13）障害者就業・生活支援センター 

   ΅ϓἐὀԃ −Љằ̻ ᴱ ΅ϓ ẻᴡ˞ Ἆγ ẻ ⁵

˛ ⁵ ˇ ╚ ΅ ἐ ὀ ằ̻ ϧ

ꞈ ˭ ᶀӡ—ԃʸ ᾒ ΅ϓἐ—ԃ їגѾї ע ₑ

ὀ Ѵ ΅ ἐ ꞈ ͒ ᵣ Ẵṭ Љ ї ᾝ

ᵈ —ῺỸὌ ỸὌ╣Ѫԃ ằ̻ Ῠἐ ᾝᵈ ὀԃ −Љ

ằ̻ ᶺ Ḛᵭ їגѾї ע ὀ Ѵ ΅

ѷ נּ ằ̻  

 

（14）三重県立子ども心身発達医療センター 

    ẅὫᴱ Ẫ • ˛ 18 ṇ ἧ Ῠ ẅὫᴱ

΅ Ξ Ẫ ╧ ˛ Ѿї Ϲᶡ ·

ᵈ Ӫ ⱡ Ẫ

ꞈ Ṷ ϧἯᴩḱ ốѻ ắύѻ ˟ •

╧ ộ ᶺ Ḛᵭ ᶡ •

Ẫ · ꞈ Ṕ їגѾї ע ˢⱲₑ

 

 

（15）医療機関 

˛ Ѿї ∙‹΅ ἐ ˞ằ̻ ⅝↔ Ỏԃˇ Ѿї

ᴘ ᵅṖ ᴡ˞ ụ ҒẈᴡ˞ ᴡ˞ ˁήᴡ˞ ∙‹΅

פ Ỏἐ ѝ Ṗ ∙‹΅ ἐ Ῠ ˛

ѝ Ἧ—פֿ ằ̻ ᶺ Ḛᵭ їגѾї ע ˢ

Ⱳ₢  

˛ ˛ ẻꞈ Ỏἐ מּ· ẻ ᴜ

їגѾї Ӱ˟Ѿї ꞈ ἵ ∙‹Ή ộ

ῺḀ ˵ ἵ Ъ Ᾱ• Ầ ∙‹ ᴜ ẻ

Ầ ẻ Ὼ ể −Љằ̻ ᶺ ꞈ

ꞈ ἐ Ѵ ͒ їגѾї ῝β ᶺ ˵

ἵᵭ ӌὡ ằ̻ ῺḀ їגѾї ↔ Ỗѕ

 Ӳ  
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雇用分野 

（１）地域若者サポートステーション（就職氷河期世代就労支援センター） 

  ˞ἣἐ ὀ— ΐѻⅎ ὀ ằ̻ ᴱ  

˞ ấ ẬẬ Ậ ˁ⅞Ậ ˁήẬ ԃ   ἣἐ ὀ— ΐѻⅎ

מּ· їגἐ Ῠ їגѾї ע ₑ —ԃ ỡ ᶆ

ằ̻ ᶺ ˞ ẅὫᴱ ˞ằ̻

ע ₑ  Ӳ Ӕ ⁵˭ ằ̻ Ỹᵅ

 

 

（２）マイチャレ三重  

ẅὫ ᶓῺ ᴘ ϋ╚  

ὀ— ΐѻⅎ ằ̻ ἧ ằ̻ Ῠἐ ʸ ὀ   ѻ

ԃ   Ἆγẇͽ ᶆ ằ̻ ·

מּ Ῠ ᵣ ẻ ˛ ằ̻Ѿї ע ὀ— Ἆγẇͽ ᶆ

╕ ằ̻ Ӝ ѻ ԃἐ Ỏἐ

͒ ╕ ằ̻Ѿї ῝β ˢ⁵  Ӳ Ḁ

ằ̻ ᶺ  

 

教育分野 

（１）三重県総合教育センター 

ẅὫᴱꞋḀӰ˟ Ẫ • ⁵ѕїג

ố ᷈ᶡ− Ẫ ᵶἐ Ӱ—˭ Ῠ • ╧ ·

╧ Ӱ˟ꞈ ỸẴ Ẫ ꞈ ꞉ᶅ ◑ ꞈ

ꞈ Љ ꞈ ͒ ᶺ Ḛᵭ

ṽͯ פֿ ͯ Ẫ ꞈ ϯ ͒ Ӱ—˭ ỉỷ

ᶆῲ ꞈ ⅝ ˢⱲὢỸ ẻ ˛ їגѾї ע

‰  

 

（２）教育支援センター 

Ӱ˟ằ̻ →ᴽ ϧẬ Ӱ˟ˇ˭γ Ԝ ע ₑ  

╚  ᴘ ᵅṖ ᴱ 20 ᾒ ϋ╚

ᶡố − Ὕ −Љ ͒ ῾ᾗ ʸ ѯ♦Ϲ ὢ ѯ −ЉὌж

π◘ ꞈ Ằ ᶺ ᶡố − Ἆγ ỡ ỉ

ѯ ằ̻ Ḛᵭ ᾒ ố − ᵶἐ

ằ̻ ͽ ᾒ ố − ᵶἐ ằ̻י ┤Ԇ

ˢⱲ  
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その他支援機関 

（１）民生委員・児童委員 

−ˇ˭ ố ˇ˭ ˞ ´ ὡ Ὼ ꞈ ͒ ằ

̻ ᶺ ˞ ẻЉ Ϭ Ѕ Ѕ Ὣ

ˢ ˞ Ѵ ͯ ᴪ ˋủ ᵌ⁵῾ ᵶ

ˋủ ᷈ ꞈ ằ̻ ḛ  Ӳ −ˇ˭ ố

ˇ˭ Ἢ טּ ᴘ ᵅṖ ₲ 4,236 Ỹ₲ 4,08 2

ὢּט 96.4 ☺Ḋ ᴽ ᴘ ᵅṖ 95.7  Ӳ  

ꞈ ằ̻Ѿї ї ῾ ὣ Ἶ −ˇ˭ ố ˇ

˭ Ỏἐ מּ· ֬כ ╕ ằ̻Ѿї

Ỹ  

 

（２）民間支援団体 

ằ̻ ᴱ NPO ⁵ ѕằ̻Ѿї γמּ·

ỡἧ Љ ᶺ ϧ ꞈᵧ ע ῾ ӡ

ᵺ Ὼ Ѿγ ᾶ  Ӳ Ỏἐ Ầ ỡ

ᵺ Ὼ Ѿγ Ӝ Ỏἐ γ ╚ Ỹ  

ẇᶳ ᴱ Љ ѕằ̻ ᴘ ᵅṖ  

ɋ NPO ⁵ ѕằ̻Ѿї 

NPO ⁵ ẅὫ  

NPO ⁵ ẅὫ 

ᴱ ᶡ  γ γ ụ γ γ ˁ⅞Ẫ 

γҡ  

NPO ⁵ ẅὫᴱ∙‹ ᴜ ẻγ  

NPO ⁵ γ 

NPO ⁵ ẅὫ  

NPO ⁵  

Ɍ ·ּמγ 

ỡᾝ̘̓  

NPO ⁵ KHJ ☺Ḋ γמּ· ḀγẅὫᴱằ γ  

Ậ ᴜᾒ ằ̻ ̘̓  

γ ụ ᵺמּ·˞ γ  

γ 

ἣἐ ỡ ᶳ γ  
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γ  

NPO ⁵ KHJ ☺Ḋ γמּ· Ḁγ → 27 1 ᴘ ỸẴ

ᵺמּ· γ ẅὫᴱằ טּ  

ᴱ ᾒ Ậ ấ ẬẬ Ỏἐ ͒ᴮὂ ἧ 

Ῠ Ἢᴇ γ ӰỲ ᴻἐת

Ῠ Ỏἐ O γ ᴘỸẴ ᶓ ệ “

ᴘ 150 מּ· “ י е░ῑ ̚Ӽ

γמּ· ẇͽἐ ᵂᾶ  

γמּ· ẇͽ δᴒ

ᶺˏ Ԝһ Ξ ͒ Ὂ טּ ͇  Ӳ Ḛ

ᵭ ᾟ↑ Ξ ͒ ᾟ↑ Ỏἐ מּ· Ѳ

Љ ᶺ ᾟ↑ ˟→   
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ễ נּ   

１  基本理念（めざす姿） 

ṽͯ Ḁͯ ѻͯ ᷈ ͯ ‰Ḉ Ξ

ᵅῨ δΉ ᵌ Ỏʼ Ξ δᴒ

ѻ ể ˞ ẻἎγ ẩ Ἆγ

☺ נּװ ằ̻ṭ ᶼ  

10 ╣ ᴳ₿ ᾳ Ἆγת

ᵭ ẩ Ở  

（１）将来のめざす社会像 

Ἆγ ᵑ ỡ ᾴҶ

ặ פֿ − ◑ Ѵ ʸ• Ἆγ  

ἱẵ  

  Ỏἐ ằ̻ Ṕ ʸ• ʸ☺ уӨ “ δ  

⁵ Ṗקּ ;ᴑ  

   Ỏἐ ᴱ χ Ξ   

Ἆγ ᵑ ʸ•  

ҁᴄ ᾴҶặ ӌῺᾒ ằ̻ἐ ἵ ẃ +  

Ἆγ ἐכֿ ӡ 

е Ἆγ Ἠ פֿ ͻ ѐ ỡ −  

Ѵ ʸ• Ἆγ ẅὫ ḽᶣ  

ắ ḗ  

（２）３年後の目標（めざす姿） 

ᴱ χ ∆ δ אָ Ỏἐ מּ· Ἆγ

ε ᶆ Ỏἐ מּ· Ѳ ằ̻ ⅝ 

ằ̻ ї Ἆγ☺ Ѿ̓  →  

ἱẵ  

  ⁵їג ᵌ⁵ מּ·  

Ἆγ ˞ ͵ ʣᾃу −

˞ ꞈᵧ ╗ Ḁ  

Ϲ˛Ϲ˛ ›∙Ἆγש ᴜϹ ṏ уӰἸ ᶳ ˰  

ằ̻ ї Ἆγ☺ Ѿ̓  →

Ҍ Ἆγ☺ ᴱ χ ї

∆ δ אָ Ỏἐ מּ· מּ· Ἆγ Ỏἐ Ἆγ

˞ꞈᵧ Ἠ Ỏἐ מּ· Ѳ

╕ ằ̻ ⅝ ᶣ ắ ḗ  
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２ 基本方針 

（１）ひきこもり支援の基本姿勢 

Ỏἐ ӡ ⌠ἥ  

ỡ ỡ ắ еϱ ỡᵒᶴ е  

Ἆγ ἐכֿ ắ ϯ“ ꞈ 

ᵧ Я Ḁ   ϯ  

Ỏἐ −  

ᵵδ ᴳ ⁵ ф  ˟ ʣ

Ỏἐ מּ· Ἆγ ᵑ ᴪ ”ϓ ᴿשּ

תּ  

Ể ˮ Ỏἐ  Ӳ

Ỏἐ מּ· ằ̻ ằ̻ ό ͒

Ḉ ͯ Ỏἐˢ⁵ •῾  Ӳ Ѳ

ằ̻ ╕ ằ̻ ᶺ Ὣể

Ὣ  

Ỏἐ ằ̻ Ṕ ʸ• ʸ☺ уӨ “ δ

⁵ Ṗקּ ;ᴑ Ỏἐ Ḿ ֕ Ṗקּ

מּ·  ї Ὣ Ỏἐ מּ· “ їג ᶣ

ằ̻מּ· Ỏἐằ̻  

ằ̻ ḾὊ ὀ Ỏἐ ỡ

ˋắ פֿ − ◑ ỡ −

 

Ỏἐ מּ· ⅝ Ӵѕ Ἆγ ᵑ ᶺ↓

їגѾї ѕằ̻ Ѿ Ὣ Ḁ ע ╕

נּװ ằ̻ ᶺ  

Ỏἐ מּ· Ѳ ᴳἩ ד נּ

˞ δἐ ӣ ἐ +  

Ỏἐ •῾ Ѳ ꞈ ˭ ằ̻˭

∆ δ  
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（２）ひきこもりの支援段階 

  Ḋ ằ̻ ό ỗ ֜  

ɋ 出会い・評価段階 

מּ· ằ̻ • ⁵ ╗ằ̻ ᶺ ᾶ ό  

Ɍ 個人的支援段階 

⁵ їג ʸ ό ⁵ ᵌ⁵ • ằ̻

ᶺ ằ̻מּ· ᶺ  

ɍ 中間的・過渡期的な集団との再会段階 

ᾴ ⁵ѕїג ж ⁵ѕїג ᶓ ό ֥

ằ̻ Ӝ  

Ὕ Љ ◗ ό ᵌ⁵ נּװ

╕  

Ɏ 社会参加の試行段階 

Ἆγẇͽ ֥ ᶳ ό Ὕ ӌῺᾒ ằ̻ ϋ

 

 

ẇᶳ ằ̻ ό  
           

ͻ ằ̻ ї → 22 ᴘᶀ  
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3 基本的な取組の方向性（施策展開の柱） 

  ằ̻ ג ᵅ  Ξ ѯ  ỗ ѯ Ἠ♯

ᶆ↑ Ẵṭ ϋ ↔  

（１）情報発信・普及啓発 

ᵅῨ ằ̻ ї ῾ Ỏἐ

מּ· ằ̻ἐ ᶓ ᴱ χ ∆ δ Ỏἐ ỡ

− ◑ Ἆγ☺ Ѿ̓  → ┤Ԇ ῾

“ ҷז   

（２）対象者の状況把握・早期対応 

  ѻͯ ▒Ṗ Ỏἐ ѝ Ỏ

ἐ מּ·  Ӳ ʤ ꜙѻ ͒ ᶺ ẚ♯ ꞈ Ỗ

╕ Ӱ˟ꞈ   

（３）家族支援 

Ỏἐ Ḿ ֕ Ṗקּ מּ· “ їג ᶣ ʸ• ʸ☺ 

уӨ Ἠ ӰỲמּ· מּ· ꞈ ằ̻ γמּ· ἧ Љ 

ᶆ ằ̻ ᴩ   

（４）当事者支援 

ằ̻מּ· ỗ ᶆ ꞈ ằ̻Ѿї ╗‖ ḛ  Ӳ

Ỏἐ ằ̻ Ỏἐ Ầ ỡ ᵺ Ỏἐγ

╚ ᶆ ằ̻ ᴩ   

（５）社会参加支援 

   Ỏἐ Ἆγ Ἠ ỡ פֿ − ◑

ѕ Σ ѻ Ὕ ḽγ ό Ἆγẇͽ ό ᶆ

Ỏἐ ʸ• ӌῺᾒ Ὕ Ὼ ẇͽằ̻ ὀ ằ̻ ѝ

ό נּװ Ἆγẇͽ ằ̻ ᴩ   

（６）多様な担い手の育成・確保 

    ằ̻ ™ ᶓ פֿ Ἢ ˟→ ϯ ằ̻ ⅝ ỷ

ὢỸ ₑ ằ̻Ѿї—˭ ╧ Ἠ אָ

ằ̻ ˋ ї• ᴱ Ῠ ⅝ ⱦ

╚ ᴩ   
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４ 施策展開にあたって重視すべき視点 

（１）「課題解決型支援」と「伴走型支援」の視点 

ṽͯ Ḁͯ ѻͯ ᷈ ͯ ‰Ḉ Ξ

 Ӳ ʤ ꞈ ằ̻ ό Ἆγẇͽằ̻ ằ̻ ό

Ỏἐ ᵌ Ξ ͒ Ξ δᴒי ằ̻ ͽ Ξ δᴒ

ᴕ Ỏἐ Ξ δ Ἆγ

Ỗѕ →כ ╕ יד נּװ ằ̻

ἒ Ὣể  

（２）「アウトリーチ（訪問型）支援」の視点 

    Ỏἐ מּ· ꞈ ꞉ᶅ  Ӳ

ꞈ ꞉ᶅ ẩ⅞ Ỏἐ מּ· ˋᶆ ̼

י ằ̻ ể Ὣể

ằ̻ ї ῾ Ỏἐ ὣ Ἶ  Ӳ

῾   

（３）「ひきこもり状態を長期化させない」視点 

᷈ Ỏἐ פֿ   ѻͯ Ξ

  ꜙѻ ʤ ◦ ▒

Ṗ Ỏἐ ˢ Ἆγ ḽ  

ј ╣ һ ;נּװ

  ѻͯ ể Ὣể  

（４）「ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進」の視点 

Ҙί Љ  −  

Ξ δΉ Ỏἐ Ἆγ

ˋ −Љ ה уӨ  DX

₢ ể Ὣể  

（５）「専門的支援」と「側面支援」の視点 

ᶓ˞ỡộ ᴱ Ѕ ˋủ ẻ ᴜ ╧

ằ̻ ᶺ ể ᴱ χ Ḿ ֕ ằ̻Ѿї Ậ

їג אּ ằ̻ ể Ὣể  
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Ệ   

ᴱ χ Ậ їגằ̻Ѿї ѕằ̻ ѕỎԃἐ ӣ

ⱦ Ἠ♯ ᶆ ѯ Ỏἐ ỡ

− ◑ ằ̻ ẅὫ ꞋḀ Ἠ ♯  

 

１ 情報発信・普及啓発 

（取組方向） 

ї ∆ δ  אָ

 ᴱ χ ᵵδ ᴳ δΉ ᴁΪ Ἶ

ї ∆ δ ‰ ז Љ 

ҷז ѕỎԃἐ ᶺ ᶼ̽γ

ѻ ϋḼ ᶂΌ Ἠ♯ ᶺ  

  

ằ̻Ѿї ῾ “ ῾  

 Ỏἐ מּ· ꞈ ꞉ᶅ ằ̻ ῾ Ỗ  

╕ Љ ằ̻Ѿї ┤Ԇ ῾  

“ ᶺ Ỏἐ מּ·  Ӳ  

Ҙί Љ י ῾ “ ᴩ  

ὀ— ΐѻⅎ Ỏἐ מּ· SNS Љ  

Ṑ ῾ “ ᶺ  

 

Ậ ꞈ ꞉ᶅ ϯͯ Ἶ  אָ

 Ỏἐ מּ· ʸ• ằ̻Ѿї ╕ ằ̻ ἵ

☺ Ậ ꞈ ꞉ᶅ ϯͯ Ἶ Ậ

ᶣ ᶺ Ậ   

    

２ 対象者の状況把握・早期対応 

（取組方向） 

Ῠἐ ꜙѻ ͒ ▒Ṗ Ỏἐ ѝ  

   ѻͯ Ỏἐ ꜙѻ

ʤ ╕ ằ̻Ѿї ẚ♯ 

Ỏἐ מּ· Ѳ Ј ằ̻ ⅝ ὢỸ ᶆ ₲Ậ

ע Ỏ ᴩ Ὼ Ӝ ᶺ  
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 Ҟ Ӱ˟ὂ ᵭ ᴒ Ϲ ὀ—

—   ѻͯ ▒Ṗ

Ỏἐ ꜙѻ ʤ ╕ ằ̻Ѿї Ἠ♯   

8050 Ỏἐ −Љ →

ͯ ḛ   ј ◗ ꜙ ό ʤ

ằ̻ ⅝ ᴩ  

˞ Јằ̻ Ṗ βᵶằ̻ ᷈ ἐ ằ̻ ᶺ

Ỏἐ ʤ Ṕ ╕ ằ̻Ѿї

ꞈ ꞉ᶅ Ἶ ˞ Јằ̻   

 

╕ ₢ 

 ẅὫᴱ ˞ằ̻ ꞈ ằ̻ἐᶆ

ꞈ ằ̻ → 27 ᴘ ṭ ˀ᷅ ᴻת Ỹ◐  Ξ

π ᴳ פֿ ằ̻ἐ ┤Ԇ Љ

Ἶ ז   

 

Ӱ˟ꞈ ỸẴ 

 Ẫ • δᴒ ᶆ ố ᷈ᶡ− Ẫ ᵶἐ Ӱ

—˭ Ῠ Ᾱ• ꞈ ╧ ˭ Ᾱ• Ầ • ╧ Ӱ˟ꞈ

ỸẴ  

 

３ 家族支援 

（取組方向） 

מּ· ꞈ ằ̻ 

 ẅὫᴱ ˞ằ̻ Ỏἐ מּ· ╧

ꞈ ᶺ ї ∆ ủ ῾ ͒ Ϲ

ӰỲמּ· מּ· Ầ ᵺ • מּ· ỸẴ  

 · Ⱶ ῺḀ ╕ ᾐ Ỏἐ ·

מּ ằ̻ἐ Ἶ   

 Ỏἐ מּ· −Љῲ ʸ

ʸ ḗ ʣỷ Ỏԃἐ Ή ἐ ϓ כ

ằ̻Ѿї מּ· Ή ἐ ї ꞈ ἵ ῺḀ Ή −Љ

ע ằ̻ ᶺ  
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γמּ·  ằ̻ 

 ᴱ ϋḼ γמּ· ἧ Љ Љ↑ͯ γמּ· ằ̻

ᶆ Ἠ♯ ᴩ  

 

４ 当事者支援 

（取組方向） 

Ỏἐ ꞈ ằ̻ 

 ẅὫᴱ ˞ằ̻ Ỏἐ ╧ ꞈ

ᶺ פ ∙‹΅ ΅ Ҝ

ῺḀ Ỏἐ ╕ ˛ Ѿї ╧ ˛ ằ̻

ἵ  

᷈ᶡ− ό ᶡ ҶϹ Ϲ Ϲᶡ ї Ѵ Ẫ

Ἆγ ỡ אָ ᾳ ϹὌằ̻

ỡ ằ̻ ᶺ ᴱ Ӱ˟ằ̻ ╚ ᶆ ỸῥᴮӃ Ἠ ♯

 

 

י ằ̻ ὢỸ 

 ẅὫᴱ ˞ằ̻ ằ̻˭ Ἧ—פֿ ע

╚ ằ̻ β ↑ ḛ ᷈ ╧ ↑ Ҿ

Ỏἐ ằ̻ ὢỸ  

 ∙‹Ή˛ Ỏἐ ˛ Ѿї Ἧ—פֿ

˛ ᴜ ẻ Ј Ӝ ằ̻ ỸẴ

 

ẅὫᴱ−Љꞈ ằ̻ ꞈ ằ̻˭ ằ̻˭

Ỏἐ מּ· Ѳ ằ̻יד   

Ӱ˟ằ̻

• ẻ ╧ ᴳ ằ̻ ꞈ ᶺ ᶡằ̻

ᾝᵈ ᶡố − ằ̻י Ἠ ♯  

 

Ỏἐγ ╚ ᶆ ằ̻ 

  ᴱ Ỏἐ Ầ ỡ ᵺ Ὼ Ѿγ

Ỏἐγ ╚ ᶆ   
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５ 社会参加支援 

（取組方向） 

Ὕ Ὼ ẇͽằ̻ 

 Ἆγẇͽ Ḿᾑ Ỏἐ · ˀϑ ʸ•

Ὼ ⁵ Ѿγ Ӝ ӌῺᾒ Ҙί

Љ ѝ Ậ ע Ἠ♯  ӌῺᾒ

Ỏἐ ằ̻ ѯ פֿ ᴻת ᴻЉ ◑

Ѿγ Ὼ Ӝ ᴩ  

 ˞ Ẫ ằ ắ Ѫԃ ѕ Ậ Ẫ ‗

ằ̻Ѿ Ẫ ằ ӌῺᾒ ₢

Ẫ ӌῺᾒ Ἠ ♯ ằ̻  

Ϲᶡϑ ᶡ  Ӳ Ẫ ʸ• Σ ӌῺᾒ

ϯ Ἆγ ỡ ᶆ Ἠ♯ ὢỸ Ϲᶡ

ѕẴ╚ ע ‰ ѕẴ╚ ỸẴ ᴻϹὌ ằ̻ ᶺ

 

 

ό נּװ Ἆγẇͽ ằ̻ ὀ ằ̻ ѝ  

 Ỏἐ ὀ ˢ Ἢ◗ Ệᶺ ὀ Ὄ

׃ Ѿγ Ὼ Ӝ Ἠ♯ ᴩ  

 −Љḛӄἐỡ ằ̻⅝ ѯ ὀ ᾈ ằ̻Ỏԃ ẅὫᴱ−Љꞈ

ằ̻ ᴱ ẻỎ ᾒ ע Ỏԃᾒ ϋ  Ậ

┤Ԇ Ἠ ♯  

 ΅ ∙‹΅ Ỏἐ ͒

΅ϓἐꞋḀằ̻ ѯ ὀ ϓ΅ש ẻ −Љằ̻ ג ẻ

Ậ  

 ˞ἣἐ ע Ἠ ♯ ẻỎԃᾒ

ԃἐ ע ᴻת − е

ἣἐ Ῠ ỸῥỎԃ ṭ ԃὀ אָ Љ

ὀ ᴻ אָ ᴻ ἵ ; ԃἐ ͯ 

ԃ ὀ Ἆγẇͽ אָ ẚ♯ Ἠ ♯  

Ỏἐ פֿ − ◑ Љ —ԃ

ᴻ ᶺ Ѿγ Ӝ ằ̻ ᶺ   
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ὀ— ΐѻⅎ Ỏἐ Ῠ ˞ἣἐ

ὀ ằ̻Ѿї ẻ ᴜ їגѾї ע ꞈ ὀ— ˢђ

ằ̻ ᶺ  

 Ỏἐ ὀ ᵭ ᵑ е е ϑ  

ᾶ ḽ   ј Ỏἐ

Ѳ נּװ ằ̻ ᶺ  

 ᶡ ᾴϹᶡ Ϲᶡ ὣ ѕϹӆ ᴻӰ

Ỳ ϹὌ ї ằ̻ ᶺ  

 

６ 多様な担い手の育成・確保 

（取組方向） 

ꞈ ˭ ằ̻˭ ˟→ ϯ  

 ẅὫᴱ ˞ằ̻ Ӱ˟ ᴜ ẻ ˛ ᵣ

ằ̻ ї Ῠ ằ̻ἐ

ᴮὂ ỸẴ  

 Ậ Ј ằ̻ ⅝ ↔ ᶆ ⁵ṗ ϯ

Ḁ Ξ ꞈ ἐ ʤ ╕ ꞈ ằ̻Ѿї ↔ ꞈ

ằ̻Ѿї Ằ ᾝᵈ ᶺ ꞈ ằ̻ Јͯ₢˭ ⁵ṗ˟→ ᶺ

 

 

→ ᴷ 

ᴻἐת  מּ· ằ̻ ˋ ї• ᴱ

Ỏἐ מּ· Ѳ ằ̻Љ ẇΪ

⅝ ⱦ╚ ᴩ  

 

ᶡố − ằ̻ ⁵ṗ ˟→ 

ᶡố − ᵶἐ ╕ ằ̻ ᶺ Ӱ˟ằ̻

Ằ ˭ Ῠ Ỏ ᴩ • ╧ ỉỷᶆῲ ₑ ᴮὂ ỸẴ

Ῠ Ỹ◐ ᶆῲ ᴮὂ ỸẴ
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5    

  S őěἎγĚŘᵑ ĨŚĢķĹĞ đřĽōōĽỡ ě ŐŘś ēĳĶőᾴҶ

ặĶĜ ֿפ Ĺ−Ĝ š◑ Ħ Ѵ šőĲĵʸ•Ħĵ ŘĪŚἎγTĽỸᵅšŐĥ

Ħ ᴁΪĺסġŚἨ♯ ᶆĺѯĴĜ →ĺᶆĠĵἨř♯ŎōĨ! 

１ 多様な主体への期待 

（１）家庭 

  · Ỏἐ Ḿ “ ʸ• ʸ☺ уӨ

Ὣ  

מּ· ˀϑמּ· ꞈ

ӡ ủ ᶓ ѻ  

   

（２）地域 

    ꜙѻ ʤ ╕ ằ̻Ѿї יּ

˞ χ ˢ⁵ Ҍ

ỡ Ỏ הּ −ˇ˭ ố ˇ˭ ˞☺ ằ Ḁ

Ѿ̓  → ₑ ѻ  

 

（３）学校 

    ◦ +ͽ

ᶡố − ԃ◗ᵭסּ נּװ ᶺ ẻ ˛

ᵣ їגѾї ע Ἠ♯ ╕ ằ̻ 

ѻ  

 

（４）民間支援団体 

  ⁵ ѕằ̻ ┤Ԇ Љ уӨ 

Ỏἐ מּ· Ὕ Љ ẇΪ Ỏἐ

γמּ· ỡἧ Љ Љ↑ͯ ѻ  

 

（５）医療機関 

פ   ∙‹΅ ΅ Ҝ ῺḀ ˛ Ѿ

ї ἵָא ╕ Ӱ˟ ẻ ᵣ ằ̻Ѿї Ԝ

ע ₑ ѻ  
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（６）民間事業者 

ѕỎԃἐ ї ∆ δ ὤԃ˭ ᶓ

Ỏἐ פֿ − ◑ −Љằ̻ ὀ ằ

̻ —Ὼ ᴻ Ὼ Ӝ Ỏἐ ằ̻Ỏԃἐ ằ̻ ӣ

ѻ  

 

２ 切れ目のない包括的な支援体制の構築  

（１）県と市町の役割分担 

  ᴱ ᶓ˞ỡộ ᶓ˞↑ ╧ ↑ Я↑ ╣֢↑ ѐ ẻ

ᴜ ˛ ᵣ Ӱ˟ ╧ ằ̻ ᶺ ᴱ χ

Ḿ ֕ ằ̻Ѿї Ậ ѕằ̻ אּ ằ̻  

   Ậ ằ̻ ˢҞ Ѕ ằ̻Ѿї ꞈ 

꞉ᶅ ϯͯ Ѿїפֿ ᶣ→ Ậ ╚ ὫⱲ ằ̻  

⅝↔ Ỏԃ Љ   Ј  

ằ̻ ⅝ ↔   

 

（２）支援体制の構築の方向性 

・ ằ̻ ג ╕ Ј ằ̻ ⅝ ᶣ  

Ḋ ᴱ Ậ ѕ ằ̻Ѿїꞈᵧ ע ẻ ᴜ ˛ ᵣ  

Ӱ˟ ╧ ꞈᵧ ע ♬ Ὣ  

ѯ ằ̻ ⅝ ᶣ ᶆ↑ ỗ  

ɋ Ỏἐ מּ· ֕ ꞈ ằ̻Ѿї Ậ

ằ̻ ⅝ ↔ אָ  

Ɍ ẅὫᴱ ˞ằ̻ ╧ ꞈ Ѿ ὢỸ ằ̻

Ῠ ˰ ͮ ꞈ פֿ ͯ ᴩ Ἧ—פֿ ע

╚ ╧ ↑ Ҿ Ỏἐ ằ̻

ὢỸ  

ɍ ằ̻ ג їגѾїꞈᵧ Ѩ ᴳ їג ˢⱲ

Ӫͯ ằ̻ γҡ ϋḼ ᶏ

γҡ Љ↑ͯ ₑ ᴩ  

Ɏ ᴱ Ậ ע Ӫͯ ᴡ˞ ᶓ˞ằ̻Ѿ ╚ ᶆ

ᴩ ằ̻Ѿ ᴡ˞ ằ̻ γҡ

ϋḼ Ậ ͒ ḛ Ỏʼ ג Ỏ ᴩ Ỏἐ

ӌὡ ї ᴡ˞ Ỏἐ ӌῺᾒ ᴩ Ӱמּ·

Ỳ ϋḼ ằ̻˭ ᴷ ᶺ ᴩ  
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３ 計画の推進体制 

（１）三重県ひきこもり支援推進委員会 

  ˞ ẻ ∙‹˛ Ϲủתᴻἐ γמּ· ⁵ ϧ їג Ậ

ϑ ủἐ ᶣ→ ẅὫᴱ ằ̻₢ˇ˭γ

ᴁΪ ѯ Ἠ♯   Ӳ ᴩῥ ᴁΪ ϯ ᶺш ᶺ

 

 

（２）三重県ひきこもり対策検討会議 

  їגϧ Ξ ӆ ᶣ→ ẅὫᴱ ṭᴩ γҡ  

ằ̻ ᶆ Ἠ♯ ѪΪᴩ ☺ ↔ Ἠ♯ Ӳ ῾ ӡ  

ᶺ ằ̻ ☺ ₢  

 

（３）三重県ひきこもり支援ネットワーク会議 

  ằ̻Ѿї Ầ Ѩ їג ˢⱲὢỸ

їגѾї ᶣ→ ẅὫᴱ ằ̻ γҡ Ѿ ϩὢ

ᴡ˞ Ỏ ᴩ γ ϋḼ Ӫͯע ₑ  

 

４ 計画の進行管理 

ᴁΪ ס ᵭ ẩ Ἠ♯   Ӳ ᴱ χ  

ᴳ ͯ PDCA ᴁΪ Ỹᶺ ͻ π◘ ╕ ε  

ỗ ╚  

ᴁΪ Ἠ ♯ →Ό ᴁΪ☺ ╚  

ᴁΪ☺ ẇᶳ  

Ằ ╚ ᴁΪ ϯ ᶺш ᶺ  

╚ ̥Ḋ ᵑ ᵑ ṭ Ἠ♯  

Ằ ᴕ ᶺ ₲Ồ  

ъ ẩ⅞ ˋ  

計画全体の目標＞ 

ї δ  е ᴱ ЅḀ 

 Ỏἐ מּ· Ѳ ằ̻ ⅝ ↔  ᶳ

ꞈ ằ̻Ѿї ЅḀ 
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＜ ６つの取組方向ごとの目標（モニタリング指標）＞ 

取組方向 目標項目 現状値 
（R３） 

１ 情報発信・普及啓発 

〇ひきこもり支援に関する講演会等への参加
者数 

 － 

〇SNSアカウントにおける投稿件数  － 

２ 対象者の状況把握・早期対応 

〇市町における相談窓口および市町プラット 
フォームの設置・運営数 

20 窓口 
19ﾌﾟﾗｯﾄ 
ﾌｫｰﾑ 

〇相談支援機関における新規相談件数 
 

 － 

〇不登校児童生徒が、学校内外の機関等での
相談・指導等を受けた割合 

小学生 
72.9 % 
中学生 
63.2% 
高校生 
58.0％ 
（R2） 

３ 家族支援 

〇ひきこもり地域支援センターにおける専門 
相談件数（延べ） 

275件 
（R2） 

〇家族教室への参加者数（延べ） 42人 
（R2） 

４ 当事者支援 

〇多職種連携チームによる支援件数（実件数） － 

〇アウトリーチ支援員による面談・訪問・同行 
支援件数（延べ）（県生活相談支援センター） 

94件 
（R2） 

〇不登校支援アドバイザー等による訪問型支
援の実施回数 

134回 
（R2） 

５ 社会参加支援 

〇ひきこもり当事者のための居場所数 ６か所 
（R2） 

〇子どもの居場所数 54か所 
（R2） 

〇民間施設（フリースクール等）が行う体験活
動への支援回数 

17回 

〇地域若者サポートステーションにおける 
相談件数 

4,521件
（R2） 

６ 多様な担い手の育成・確保 

〇相談支援包括化推進員養成数 56人 
（R2） 

〇ひきこもりサポーター制度の創設 － 

 


