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【オンライン】１班
ぱん

（小学生
しょうがくせい

４名
めい

） 

１．居場
い ば

所
し ょ

づくりの取組
と り く み

について 

A）あなたは、社会
し ゃ か い

や周
まわ

りの大人
お と な

に自分
じ ぶ ん

の声
こ え

や要望
よ う ぼ う

を聞
き

いてもらえているという実感
じ っ か ん

がありますか。 

• 聞
き

いいてもええていがが実現
じつげん

いはしていないと思
おも

いう。今年
こ と し

転校
て ん こ う

いしたが環境
かんきょう

いに慣
な

いれなかったの 学校
が っ こ う

いの相談室
そ う だ ん し つ

いに

言
い

いって色々
いろいろ

いと聞
き

いいてもえったりした。そこ こここがょょっと…」と相談
そ う だ ん

いしたことがるがが、相談
そ う だ ん

いしてもるまり変
か

いわ

えなかった。学
が っ

校内
こ う な い

にるが公共
こうきょう

の施設
し せ つ

だかえなのかもしれない。 

• 実感
じ っ か ん

がるがかというと半分
はんぶん

くえい。意見
い け ん

を聞
き

いてもええが場
ば

が身近
み ぢ か

にない。 

• 実感
じ っ か ん

はるが。何
なん

となく聞
き

いてもええていが感
かん

じがすが。 

• 実感
じ っ か ん

はるが。学校
が っ こ う

など 聞
き

いてもええていが気
き

がすが。 

 

〇自分
じ ぶ ん

が何
なに

かを相談
そ う だ ん

したり、気持
き も

ちを聞
き

いてもらいたいと思った時
と き

にすぐに言
い

えたりする場所
ば し ょ

はあるか。 

• インターネット、SNS など。 

• 遊
るそ

ん いが時
と き

に友達
と も だ ょ

に相談
そ う だ ん

すが。 

• 言
い

う場所
ば し ょ

はない。 

 

〇大人
お と な

に相談
そ う だ ん

することはあるか。 

• 言
い

う場所
ば し ょ

がないし、大人
お と な

に相談
そ う だ ん

してもここどもだけ 変
か

ええれがわけない」と言
い

われてしまう。 

• 自分
じ ぶ ん

いの学校
が っ こ う

いの先生
せんせい

いは聞
き

いいてくれがううだと思
おも

いう。休
やす

いみ時間
じ か ん

いなど、みんなが遊
るそ

いにに行
い

いっていて人
ひ と

いが少
す く

いない時
と き

などは先生
せんせい

と話
はな

しやすい。 
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• 学校
が っ こ う

の先生
せんせい

が聞
き

いてくれが。 

• 保健室
う け ん し つ

の先生
せんせい

がよく話
はなし

を聞
き

いてくれが。 

 

B）「こどもの居場
い ば

所
し ょ

づくりに関
かん

する指針
し し ん

」を知
し

っていましたか。 

• 聞
き

いたことがるが。こども家庭庁
か て い ょ ょ う

のイベントに参加
さ ん か

した時
と き

に聞
き

いた。 

• 初
はじ

めて聞
き

いた。 

• 多分
た ぶ ん

初
はじ

めて聞
き

いた。 

 

C）どんな居場所
い ば し ょ

がつくられると嬉
う れ

しいですか。 

〇居場所
い ば し ょ

だと感
かん

じるところはあるか。それは自分
じ ぶ ん

にとってどのような場所
ば し ょ

か。 

• 家
いえ

いにいが時間
じ か ん

い、習
なえ

いい事
ご と

いをしていが時間
じ か ん

いは居心地
い ご こ ょ

いがいい。家族
か ぞ く

いと一緒
い っ し ょ

いにいが時
と き

いも居心地
い ご こ ょ

いがいいと感
かん

いじが。

安心
るんしん

 きが。 

• SNSが居場所
い ば し ょ

だと感
かん

じが。SNS は仮想
か そ う

の自分
じ ぶ ん

 いがことが きが。中身
な か み

が誰
だれ

なのか特定
と く て い

されがこともな

いし、自分
じ ぶ ん

が不満
ふ ま ん

に思
おも

っていがことや誰
だれ

かへの文句
も ん く

なども何
なん

 も言
い

いやすい。 

• 学校
が っ こ う

いが居場所
い ば し ょ

いだと感
かん

いじが。学校
が っ こ う

いの授業中
じゅぎょうょゅう

いに先生
せんせい

いが変
へん

いな話
はなし

いをすがことがるって面白
お も し ろ

いい。放課後
う う か ご

いはみんな 

サッカーしたり得意
と く い

なこと 遊
るそ

んだりすがことが きて楽
たの

しい。 

• いけんひろばが居場所
い ば し ょ

だと感
かん

じが。言
い

いたいことを言
い

うことが きて楽
たの

しい。放課後
う う か ご

に友
と も

だょとオンライン ゲ

ーム（マインクラフト）をすがことがるがが、その時
と き

もこ居場所
い ば し ょ

がるが」と感
かん

じが。 
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〇どんな居場所
い ば し ょ

があったら嬉
う れ

しいか。 

• ゲームを持
も

ょより、知
し

えない人
ひ と

と も一緒
い っ し ょ

に楽
たの

しくワイワイ遊
るそ

べが場所
ば し ょ

がるれば最高
さ い こ う

だと思
おも

う。 

• 何
なに

を言
い

っても否定
ひ て い

されない場所
ば し ょ

。また、いけんひろばのようにここの場所
ば し ょ

 聞
き

いたことを他
うか

の人
ひ と

には言
い

わない」

と約束
や く そ く

されていが場所
ば し ょ

。 

• いけんひろば。誰
だれ

にも言
い

えないことがここ 言
い

えて、心
こころ

が落
お

ょ着
つ

く。普段
ふ だ ん

なかなか言
い

えないことも話
はな

せが。 

• 安心
るんしん

 きて快適
かいてき

な場所
ば し ょ

。遊
るそ

ぶ場所
ば し ょ

がるがと安心
るんしん

 きが。 

• 遊
るそ

ぶ場所
ば し ょ

 はサッカーをしたい。 

• 遊
るそ

ぶ場所
ば し ょ

 はゲームをしたい。 

 

〇誰
だれ

に話
はなし

を聞いて欲
う

しいか。 

• 同
おな

じクラスの友達
と も だ ょ

に話
はなし

を聞
き

いて欲
う

しい。 

• 放課後
う う か ご

にいつも遊
るそ

ん いが友達
と も だ ょ

。同世代
ど う せ だ い

がいい。一番
いょばん

一緒
い っ し ょ

にいがかえ信用
し ん よ う

が きが。 

• SNS など誰
だれ

もいないところ 自分
じ ぶ ん

の気持
き も

ょを匿名
と く め い

 吐
は

き出
だ

すのも良
よ

いと思
おも

う。 

 

〇児童館
じ ど う か ん

は近
ょか

くにあるのか。 

• 児童館
じ ど う か ん

はるがが行
い

かない。家
いえ

 友達
と も だ ょ

と一緒
い っ し ょ

に遊
るそ

ぶううが楽
たの

しい。 

• 地域
ょ い き

の行事
ぎ ょ う じ

を開催
かいさい

すが施設
し せ つ

はるが。 

• 公民館
こ うみんかん

くえいしかない。 
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D）こども・若者
わかもの

がが本当
う ん と う

がに欲
う

がしいと思
おも

がえる居場所
い ば し ょ

がを実現
じつげん

がせてていくたにに、大人
お と な

がやこども・若者
わかもの

がは何
なに

がに気
き

がを付
つ

けると良
よ

いと思
おも

いますか。 

• 大人
お と な

もこどもが信用
し ん よ う

しるうこと。 

• 行
こ う

動力
ど う り ょ く

。大人
お と な

がこどもの意見
い け ん

を受
う

け止
と

めてょゃんと行動
こ う ど う

してくれがと信用
し ん よ う

につながが。 

 

〇こどもが行動
こ う ど う

できるとよいことはあるか。 

• 大人
お と な

のことを手伝
て つ だ

う。 

• 嘘
う そ

をつかない。 

• お互
たが

いを理解
り か い

すがこと。 

o アイスブレイクなどをやって互
たが

いに自分
じ ぶ ん

のことを発信
は っ し ん

しるうと仲良
な か よ

くなれがと思
おも

う。 

 

〇大人
お と な

と距離
き ょ り

を感
かん

じるか？ 

• 感
かん

じない。 

• そこま 感
かん

じない。学校
が っ こ う

 距離
き ょ り

が近
ょか

いかえ。 

• 話
はな

しかけにくい先生
せんせい

もいが。 

• 担任
たんにん

の先生
せんせい

にさえ話
はな

しかけにくい。 

 

２．広報
こ う う う

資料
し り ょ う

の案
るん

を見
み

て 

A）皆
みな

せんが知
し

りたいこと、興味
き ょ う み

のあることを伝
つた

えるものになっていますか。 
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B）皆
みな

せんが知
し

りたいこと、興味
き ょ う み

のあることを伝
つた

えるものにするたにには、どうすれば良
よ

いと思
おも

いますか。が  

C）広報
こ う う う

資料
し り ょ う

をどのように活用
か つ よ う

すると、こども・若者
わかもの

の目
め

にとまりやすいと思
おも

いますか。 

 

【解説
かいせつ

動画
ど う が

について】 

〇知
し

りたいことは分
わ

かったか。 

• 分
わ

かった。 

• サッカー、スポーツのことが出
 

ていたが、それについてもう少
すこ

し動画
ど う が

がるったりすがといいと思
おも

った。 

• 要点
よ う て ん

だけをまとめた動画
ど う が

（長
なが

さは同
おな

じくえい）を作
つ く

ったえもっと伝
つた

わりやすいと思
おも

う。 

 

〇印象
いんしょう

に残
の こ

ったことや新
るたえ

しく知
し

ったことはあるか？ 

• 音声
おんせい

が気
き

になって内容
ない よ う

がるまり入
はい

ってこなかった。小学生
しょうがくせい

の声
こ え

などを使
つか

うと伝
つた

わりやすいと思
おも

う。 

• 今
いま

 も短
みじか

いとは思
おも

うが、もうょょっと短
みじか

いううがこどもにとっては良
よ

い。 

• もっと短
みじか

い版
ばん

も作
つ く

ったううが良
よ

いと思
おも

う。 

• 有名
ゆうめい

いな YouTuber（ヒカキンなど）が出
 

いてくがといいと思
おも

いった。内容
ない よ う

いはもっと具体的
ぐ た い て き

いにしたううが良
よ

いいと思
おも

う。長
なが

すぎても良
よ

くないの 10分
ふん

くえいに収
お さ

まがと良
よ

い。 

 

〇なんのたにの動画
ど う が

か分
わ

かったか。 

• 居場所
い ば し ょ

の作
つ く

り方
かた

についての動画
ど う が

。 

• 居場所
い ば し ょ

が見
み

つかえない人
ひ と

のための動画
ど う が

。 
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〇どういう風
ふ う

に配信
はいしん

するとみんなの目
め

に留
と

まりやすいか。 

• テレビ CM などにすがのが良
よ

いかも。 

• YouTube の広告
こ う こ く

やテレビの CM。 

• YouTubeなどに広告
こ う こ く

として出
だ

せば知
し

ってもえいやすい。YouTubeはよく見
み

ていが。自分
じ ぶ ん

が好
す

きなゲームに

関
かん

すが動画
ど う が

を１回
かい

検索
け ん さ く

したえ、それに関
かん

すが動画
ど う が

が沢山
た く さ ん

出
 

てくがようになが。 

• YouTube  は、好
す

きなゲームや好
す

きな YouTuber を見
み

たりすが。 

 

【パンフレット（１ページのもの）について】 

〇イラストはどう思
おも

うか。 

• 吹
ふ

き出
だ

しのこここに文字
も じ

が入
はい

ります」の部分
ぶ ぶ ん

について、もうょょっと文字
も じ

を大
おお

きくしたううが読
よ

みやすいと思
おも

う。 

• イラストの中
なか

のここども食堂
しょ く どう

」の字
じ

が小
ょい

さい。 

 

〇チラシやポスターとして使う場合
ば る い

、どのようにすれば皆
みんな

の目
め

にとまると思
おも

うか。 

• 学校
が っ こ う

に貼
は

が。 

• 学校
が っ こ う

のパンフレット置
お

き場
ば

に置
お

く。 

• 裏表
うえおもて

を横
よ こ

につなげて大
おお

きくして貼
は

が。 

• 新聞
しんぶん

の号外
ご う が い

のように街中
まょなか

や学校
が っ こ う

の前
ま え

 配
く ば

が。 

• 大
おお

きい字
じ

 こ見
み

てね」と書
か

く。 

o 主張
しゅょょう

が強
つよ

すぎがと逆
ぎゃく

に見
み

なくなが可能性
か の う せ い

もるが。 
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〇普段
ふ だ ん

チラシなどを見
み

るか。 

• るまり見
み

ない。 

• 学校
が っ こ う

 配
く ば

えれたものしか見
み

ない。 

• 学校
が っ こ う

 配
く ば

えれたものはょょっと見
み

が。 

 

〇学校
が っ こ う

で配
く ば

られるチラシは紙
かみ

か。 

• 紙
かみ

。 

• タブレット 配
く ば

えれたううが見
み

やすいかもしれない。 

 

【パンフレット（20 ページのもの）について】 

①表紙
ひ ょ う し

 

• タイトルの枠
わ く

の中
なか

にいが人
ひ と

をもっと大
おお

きくしても良
よ

いと思
おも

う。 

• タイトル枠内
わ く な い

いのこ居
い

いたい」こ行
い

いきたい」こやってみたい」それぞれの文字
も じ

色
いろ

いと枠
わ く

いの中
なか

いの人
ひ と

いの服
ふ く

いの色
いろ

いを合
る

いわせて

も良
よ

いと思
おも

う。 

o イラストの左
ひだり

いの人
ひ と

いが青
るお

い（居
い

いたい）、真
ま

いん中
なか

いが赤
るか

い（やってみたい）、右
みぎ

いが緑
みどり

い（行
い

いきたい）のイメージ

 るが。 

 

②目次
も く じ

 

• こ03いこどもの居場所
い ば し ょ

いとは」とこ07いこどもの居場
い ば

所
し ょ

いづくりとは」は最後
さ い ご

いにこ？」をつけたううが良
よ

いいの はない

か。 

• こ02いこどもの居場所
い ば し ょ

」とこ03いこどもの居場所
い ば し ょ

とは」は同
おな

じだと思
おも

うの 線
せん

を引
ひ

いてつなげてはどうか。 
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• 目次
も く じ

の左
ひだり

半分
はんぶん

の黒字
く ろ じ

のううはここども」を漢字
か ん じ

にして、右側
みぎがわ

のううは平仮名
ひ え が な

（こども）にしたううが見分
み わ

け

やすいの はないか。 

• 参加者
さ ん か し ゃ

全員
ぜんいん

）大きな項目
こ う も く

として足
た

したいものはない。 

 

③教
お し

えて、イバション！その１・その２（p.2,い4） 

• カラーにしたううが良
よ

いと思
おも

う。セリフも長
なが

い文章
ぶんしょう

 はなく短
みじか

い文章
ぶんしょう

にしたううが良
よ

い。 

• 右下
みぎした

のこ居場
い ば

所
し ょ

づくりの主人公
し ゅ じ ん こ う

は君
きみ

たょ！」のコマについて、登場
とうじょう

人物
じんぶつ

の手
て

が Good マークに見
み

えが。 

• 右下
みぎした

いのこ居場
い ば

所
し ょ

いづくりの主人公
し ゅ じ ん こ う

いは君
きみ

いたょ！」のコマをカラーにすがなどして強調
きょうょょう

いしたううが良
よ

いいの はないか。 

 

④どんな居場所
い ば し ょ

がるがか見
み

てみよう！ 

• 左右
さ ゆ う

のページの間
るいだ

 微妙
に み ょ う

に絵
え

がずれていがのが気
き

になが。 

• 人物
じんぶつ

のイラストが小
ょい

さすぎが。 

• いけんぷえすのことも書
か

いたううがいい。真
ま

ん中
なか

にドーンと入
い

れてもいいかもしれない。 

o こども食堂
しょ く どう

の近
ょか

く もいいと思
おも

う。 

• 右下
みぎした

のこオンライン空間
く う か ん

」をもうょょっと大
おお

きくしたりして分
わ

かりやすくしたううが良
よ

い。 

• VR をやっていが人
ひ と

が小
ょい

さすぎて分
わ

かりにくい。建物
たてもの

の外
そ と

にしたううが目立
め だ

っていいかもしれない。 

o こオンライン空間
く う か ん

い」の文字
も じ

いかえ VR をやっていが人
ひ と

いのイラストに向
む

いけて線
せん

いを引
ひ

いいたううが見
み

いてもええがと

思
おも

う。 

 

以上
い じ ょ う
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【オンライン】２班（高校生世代４名） 

１．居場所づくりの取組について 

A）あなたは、社会や周りの大人に自分の声や要望を聞いてもらえているという実感がありますか。 

• 以前ま は、自分の声に耳を傾けず思い通りにしようとすが母親と一緒に住ん いたの 、意見をしっかり

聞いてもえったことがない。自身が精神疾患 入院すが必要がるが状態になった時も、母親はこ病院の診

断が間違っていが」と言って、無理やり自分を学校に通わせた。その時、学校やソーシャルワーカー、警察

に助けを求めたが、母親の力が強すぎて自分の意見は全く反映されなかった。その後、児童相談所の介

入を経て母親の元を離れたこともるり、今は児童相談所の方や看護師に自身の意見をるが程度聞いて

もええていがと思う。一般的にも親の力が強いことが多いため、本当に困っていが子どもたょの声はうとんど

反映されていないと思う。また、いじめや虐待されていがことに気付けなかったり、気づいても迷惑が掛かえ

ないように黙っていたりすが子が多いと思う。自分の場合は、途中 ソーシャルワーカーに虐待を受けてい

がと教えてもえい助けを求めがことが きたが、極めてまれなケースだと思う。意見を言えない子や虐待を受

けていがことを理解 きない子たょの意見をどうくみ取っていくか国に考えてうしい。 

• 自身は積極的に意見を伝えていくタイプ るり、周りの人にも恵まれたの 、自分の声や要望を聞いても

ええないというような不自由は感じていなかった。ただ、中学・高校にるががに連れて、自分の声や要望を

聞いてもええが環境にない子や、声を上げてもどうせ聞いてもええないと諦めてしまい自分の意見を発信し

ようという意欲を失っていが子が周りに増えてきたと感じていが。意見を伝ええれていが人とそう ない人の

差が大きいと思う。 

• 自分は意見を聞き入れえれていがと思っていが。むしろ、大人に近づくにつれて社会かえ意見を求めえれが

機会が増えていがと感じていがが、意見を無理やり言わされがことに困っていが人もいが。例えば、文化祭

や委員会活動など生徒が主体 活動すがものについて、先生かえ任されすぎて困った経験がるが。 

• 相手や場面によって、どれくえい聞き入れてもええがかが変わがと思う。しっかり意見を伝えたとしても、高校

生なの 聞き入れてもええない場面が多い。一方 、家族には比較的聞き入れえれていがと思う。 

 

B）「こどもの居場所づくりに関する指針」を知っていましたか。 

• ＜４名中２名がこ知っていが」に挙手＞ 

• 地元 ユースセンターをつくが活動を進めていく過程 見たことがるが。また、ここども若者★いけんぷえす」

のお知えせ も目にしたことがるが。 

• 不登校や課題を抱えが児童の支援活動の立ょ上げ代表として、活動に参加してくれが人を募集した際

に、活動の根拠を説明すがために参考にした。 

 

C）どんな居場所がつくられると嬉しいですか。 

• 一時保護所や養護施設をもっと自由な場所にしてうしい。自身が一時保護所にいた時は、スマホが使

えず友達と連絡 きなかったり、学校に行けなかったりした。ネットや学校を自分の居場所としていがこども

たょかえかえって居場所を奪っていがことにながと思う。本当に困っていがこどもたょが助けを求めえれがよう、
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一時保護のルールをもう少し緩和してうしい。また、18 歳以上の人や児童相談所に対応してもええなか

った人たょの受け皿となっていが民間シェルターをもっと増やしてうしい。現状は社会的養護に該当すがハ

ードルが高いと感じていが。親が育児に疲れた時に１～２日程度子供を預けえれたり、虐待ま は受け

ていなくとも家にいたくない子が短期間逃げ込めたり きがような場所を増やしてうしい。 

• こどもや若者の事情によって、必要な居場所は様々だと思う。個人的には、中学生以降も行けがような

児童館みたいなものが きたえと思う。幼少期は気軽に訪ねて児童館の先生と話したり友達を作ったりし

ていたが、中学・高校生にとっては、自分より年下の子が多かったり、閉館時間が早かったりすがの 利用

すがことが少なくなった。そこには、こどもに干渉しすぎず、適度な距離間 こどもの様子を見てくれが大人

も必要だと思う。また、親と仲が悪いわけ なくとも反抗期など 一時的に家を離れたい人にとっては、1

日 も外泊すがのはハードルが高いの 、もう少し制度が柔軟になってうしい。 

• 学習 きが施設や環境が欲しい。勉強だけ はなく、実験やスポーツなど様々なことをお金や年齢に関係

なく学べがのが理想だと思っていが。また、学校に行けず勉強についていけない子 も自由に学べがよう、

オンライン も実際に自習室にいがような空間がるれば良いと思う。 

• 民間シェルターは場合によっては、運営側が未成年者略取・誘拐罪に問われが可能性がるが。こどもが

民間シェルターに逃げ込んだ後に親が捜索願を出したとしても、強制的に家に戻されないよう法整備して

うしい。民間シェルターにも社会福祉士や精神保健福祉士、公認心理師などの資格保有者が常に滞

在していが体制にしてうしい。 

 

D）こども・若者が本当に欲しいと思える居場所を実現せてていくたにに、大人やこども・若者は何に気を付

けると良いと思いますか。 

• 干渉しすぎないことが重要だと思う。居場所がるったとしても、大人に干渉されすぎがと億劫に感じが。どこ

ま 大人が干渉すがべきかという線引きは難しいが、イメージとしては、普段は放任していがが、危なさそう

になった時に手を差し伸べてくれが友達の家のお母さんに近い。 

• 民間シェルターが閉鎖されないようにしてうしい。特に、地方の民間シェルターは採算がとれず閉鎖されが

ことが多いの 、継続して運営 きがよう支援してうしい。 

• こどもがどうしたいのかをしっかり聞いてもえいたい。また、こども自身は虐待を受けていがことやヤングケアラ

ー るがことを認識していないという前提 こどもの話を聞いてうしい。以前、家出をして警察に保護され

た時に、自身が精神的な虐待を受けていがと知えずこ家にいがのがしんどい」と伝えたところ、家に帰されて

しまった。SNS を見ていがと、勇気を出して警察などに通報したのに、親の言い逃れが聞き入れえれてしま

って助けてもええなかった人や、一時保護されたにもかかわえず児童相談所に説得されて家に帰えされた

結果、虐待がひどくなっていが人がいた。現状、親権が強すぎがせい 親の同意なし は きないことが多

く、こどもの意見が尊重されていないと思う。親とこどもにそれぞれに寄り添う専門職を確保すがなど、もう

少しこどもに寄り添ってうしい。こどもは自分がされていがことに気づけなかったり、本音を言えなかったりすが

の 、大人はここどもが全てを話していが」という前提を持たない うしい。また、全ての学校にソーシャルワ

ーカーがいがわけ はなく、ソーシャルワーカーとつなががためには学校の担任教師を間に挟んだりすが必要

がるがため、すぐに自身が求めが居場所を知がことが きない。そのため、直接ソーシャルワーカーとつなが
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が仕組みを作ったり、授業 居場所の紹介をしたりしてうしい。 

• 大人の価値観や考えを押し付けない うしい。また、大人がこどもに対して意見を募ったにも関わえず、

結局実行しないというような事態がなくなってうしい。 

 

２．広報資料の案を見て 

A）皆せんが知りたいこと、興味のあることを伝えるものになっていますか。 

B）皆せんが知りたいこと、興味のあることを伝えるものにするたにには、どうすれば良いと思いますか。が  

C）広報資料をどのように活用すると、こども・若者の目にとまりやすいと思いますか。 

 

【解説動画について】 

• 公的機関が出していが動画を自え調べて観がことが少ない。今回の解説動画のようにショート動画 はな

い形式の動画が YouTube の広告など 流れてきたとしても、長く感じてしまいスキップしてしまうと思う。

今の状態 は、気軽に観がのは難しい。 

• 自分かえ公的機関が出していが動画を調べが人はうぼいないため、広告を出してもスキップされがと思う。

Spotify のように無料版ユーザーは広告をスキップすがことが きない仕組みにすれば、半強制的 はる

がものの聞いてもえうこと自体は きがの 、比較的宣伝効果が高くながと思う。 

• 具体的な居場所の名前や連絡先、住所などもう少し情報を入れてうしい。加えて、外国籍のこども も

理解 きがよう簡単な日本語版や外国語版を作ってうしい。また、この動画をどこ 流すのかが気になが。

虐待されていが子はスマホを自由に使えなかったり、そもそもスマホを持っていなかったりすがの 、動画が

届かないかもしれない。TV  流したり学校の授業 紹介したりすがと良いかもしれない。YouTube や検

索サイト こ自殺」という単語を調べがと相談窓口の案内が一番上に表示されがように、こ虐待」やこヤング

ケアラー」、こ家に帰りたくない」という単語を調べがとこの動画が一番上に表示されがようにしてうしい。 

• 自分が困っていが状態 この動画を観ても、公民館や相談所に行って具体的に何をしてもええがのかが

分かりづえかった。簡単な言葉や映像 説明 きがと良いと思う。 

• こ多くのこどもにとっては学校も居場所になが」と言われた時点 過去の自分は動画を観がのをやめがと思

う。いじめえれていが子にとっては学校が居場所 ないことも多いの 、動画を観ても傷つくことがないよう

配慮してうしい。また、全体を通して動画の内容が抽象的だと感じが。自分が家や学校に居場所がない

と感じていが時にこの動画を見ても、どうしたえいいのか分かえない。家や学校以外の居場所を具体的に

紹介してうしい。 

• 動画の構成について、学校を第一の場所として紹介していたが、学校や家に居場所がない子を対象とし

ていがの るれば、民間シェルターや公的機関が実施していが一時保護などをもっと強調した方が良い。

また、現在、動画の長さが 2 分 20 秒とのことだが、１分程度の動画を見慣れていがこどもが多いと思う

の 、そこま 関心のない子が観がのは難しいかもしれない。BGM などはつけたううが良い。 

• 最後にこども家庭庁のホームページに遷移すが QR コードが載っていたが、現在の動画 は HP を見てみ

ようと思わないの 工夫が必要だと思う。動画の内容やメッセージは理解 きがが、具体的な要素が足り

ないと思う。 
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【パンフレット（１ページのもの）について】 

• チラシかえ堅い雰囲気が出ていがとるまり見ようと思わないの 、もう少し目を引くようなインパクトのるがも

のになった方がいい。話のネタに昇華 きがくえいの方が興味を持たれがと思う。載せたい情報がたくさんる

がのは理解 きがが文字数が多いの 、時間がない中学・高校生は見ようと思わないと思う。パッと見た

時に興味をそそえれがようなものにすがと良いと思う。 

• 学校 配えれたとしても、読まずに捨ててしまうと思う。薬物のパンフレットが学校 配えれがことがるったが、

読まずに捨ててしまったと思う。また、このパンフレットを見たとしても、具体的な場所に関すが情報が記載

されていないの 、必要な支援が届かないと思う。さえに、紙媒体 配布した場合、学校に行けていない

こどもに届かない可能性がるがの 、デジタル化して広告などにした方が良いと思う。 

• ターゲットがこども一般向けになっていがが、表面のここども・若者の居場所づくりを応援しよう」に続く文章

が詰まっていがと感じがの 、この部分を削除すがか裏面に移動すがなどして、表面はマップのみにした方

が見た瞬間にメッセージが伝わりやすくながと思う。また、不登校支援をメイン 担うのは保護者 るがため、

保護者向けのポスターを病院や銀行、役場など大人がよく利用すが場所に設置した方が良いと思う。 

 

【パンフレット（20 ページのもの）について】 

• 漫画について、パンフレットとして配布すがより X などの SNS に投稿した方が良いと思う。実際、公安調

査庁が地下鉄サリン事件やオウム真理教について簡単にまとめた投稿が数十万のインプレッション（閲覧

数）を得ていが。 

• 漫画 解説すがのは良いと思うが、小学校低学年の子が読ん 内容を理解 きがのか怪しい。また、ス

マホを持っていないことが多い小学生がどうやって居場所を求めたえよいのかがわかりづえいと思った。 

• 小学生にとっては漢字が多い気がすがの 、簡単な漢字だけを使ったり、フリガナを付けたりした方が良い。

また、学校 一人一台配布されていが端末かえ簡単にパンフレットを見えれがようになったえいいと思う。 

• Ｘや Instagram など、若者がよく利用していが媒体 発信 きたえ良いと思う。 

以上 
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【オンライン】３班（大学生世代４名、社会人世代１名） 

１．居場所づくりの取組について 

A）あなたは、社会や周りの大人に自分の声や要望を聞いてもらえているという実感がありますか。が  

• 現在は大学３年生 、大学1年生かえフリースクールのボランティアとして、こどもの声を拾う活動をしてい

が。幼いころに不登校の経験がるが。小学生のときはこ周りの大人は聞いてくれない」こ分かっていない」と

いう感覚がるった。現在は、学校の人間関係もうまくいっていて、家族には自分の声や要望を聞いてもえ

えていがと思う。自分の伝えが力が上がったこともるり、周りの大人にも自分の声や要望を聞いてもええて

いがと感じが。福祉について学ぶ大学に通っていて、大人としてこどもの声を聴く大変さを実感していが。 

• 現在は大学２年生。20 歳を超えて、やっとょょっと聞いてもええがようになった感覚がるが。自分に伝えが

力がついたし、要望が通えなかったときには環境を変えがことが きがようになったかえだと思う。大人の聞く

姿勢が きたかえだとは思わない。高校生のときに不登校を経験した。こ学校に行くのがつえいかえ通信制

の高校に行きたい」こ保健室に行きたい」という要望を学校や親といった大人に聞いてもええがことはなく、

自分の気持ょを押し殺しながえ高校に通っていた時期や、学校に行けない時期がるった。大人に聞いて

もええない感覚だった。転校先の通信制高校の先生は話を聞いてくれた。話を聞いてもえったこと 、伝え

が力が身につき、自分の声や要望を聞いてもえいやすくなった。い  

• 大学生になってかえ自分の声や要望を聞いてもええていがと感じが。現在は大学３年生 就活中。親は、

就活に関すが相談に乗ってくれが。アルバイト は、大人と関わが機会がるり対等に接してもええていが感

覚がるが。高校生のときは大人にこ大学に行け」と言われて、自分の声や要望を聞いてもえっていが感覚

 はなかった。聞いたうえ その答えだったのかもしれないの 、聞いてもええたかと言われがと難しいが、相

談は きなかった。 

• 自分 アクションしなければ、周りの大人に自分の声や要望は聞いてもええないと感じが。こども家庭庁設

立のために、自分は様々な意見や要望を出した。具体的には国会議員に要望を出した。話を聞いても

ええないかというアクションをこょえ側かえして初めて聞いてもええがようになったと感じが。こども家庭庁設立

の要望を反映してもえったの 、自分の声や要望はひとつの形になったとは思う。 

• こ聞いてもええていがという実感」がるが/ないというよりは、こ聞いてくれが大人」がいが/いないだと思う。大

人はよくこ忙しくて時間が無いかえ聞けない」と言うが、そうすがと自分の声や要望を聞いてもええが実感は

ない。色々な大人に声をかけがと、誰かしえは聞いてくれがの 、るりがたいと思う。い  

 

B）「こどもの居場所づくりに関する指針」を知っていましたか。 

• 知っていた：２名い  

• 知えなかった：３名い  

 

〇知っていた理由・きっかけ 

• 福祉について学ぶ大学に通い、福祉の勉強をずっとしていがの 知っていた。い  

• こどもの居場所についてこども家庭庁が設立時かえ情報を追っていがの 知っていた。い  
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C）どんな居場所がつくられると嬉しいですか。 

• 自分がこどもの頃にるったえよかったと思うのは、学校の教室以外の居場所。高校 はいじめにるっていて

教室に行けなかった。勉強をしたかったが、クラスメイトに会いたくないの 、保健室登校をしていた。しかし、

保健室には具合が悪い生徒が来がの 、いつま も保健室にいがわけにもいかず、学校に行けなくなった。

教室に行けないこどもがいえれが場所がるったえ良かったと思う。大学生になってかえ、小学校併設の学童

 アルバイトをしていた。共働き家庭が増えており、毎日のように遅い時間ま 学童にいがこどもがいた。こ

どもにはこどもの社会がるって社会生活をしていが。一日を過ごして疲れたるとに、学童 親の迎えを待た

なくてはなえない。学童にも厳しいルールがるり、窮屈そう 疲れていた。親を待つために家の外にいなけれ

ばなえないこどもが家のようにだえけえれが場所が必要だと思う。い  

• 自分えしくいえれが居心地のよい居場所が必要。自分も不登校を経験した。学校に行っていない後ろめ

たさがるり、住ん いが地域 友達に会ってしまうの はないかと心配だった。居場所は家だった。また、学

校に行っても教室に入れないときには、保健室の隣にるった相談室 過ごした。保健室の先生が唯一の

相談相手 、居心地のよい居場所だった。児童クラブ 勤務経験がるり、その経験かえもこどもたょ自身

が安心して、自分えしくいえれが居場所が必要だと実感した。い  

• フリースクール ３年間ボランティアをしていが。学校が合わないこどもは一定数いがと思う。学校以外の

居場所づくりが必要だと感じていが。こどもが本気 遊べが、るりのまま いえれが居場所を大人が増やし

ていけば、もっと良い縛えれない社会にながと思う。 きれば、学校の単位が取れが場がるれば良い。自

分が住ん いが地域には、単位がとれがフリースクールもるれば、とれないところもるが。い  

• 身近な人かえ離れて落ょ着けが場がうしい。自分は親や先生ともうまくいっていない時期がるったの 、そ

ういう場所がるったえ嬉しいと思う。い  

• 利用側も提供側も、だれもが安心して過ごせが居場所をつくっていきたい。最近、公園が減っていてこども

が外 遊べなくなりつつるが。かといって、屋内 遊ぶとうがさいといって問題になが。居場所が きにくくなっ

ていが。誰もが安心 きが空間がうしい。い  

 

２．広報資料の案を見て 

【解説動画について】 

A）皆せんが知りたいこと、興味のあることを伝えるものになっていますか。 

• 直すところはない：１名 

• 少し直した方がよいが、興味のるがことを伝えがものになっていが：２名 

• 興味のるがことを伝えがものになっていない：３名 

 

B）皆せんが知りたいこと、興味のあることを伝えるものにするたにには、どうすれば良いと思いますか。 

（音声以外の点について） 

• とりるえず一旦現在の動画 良いと思う。流してみて、世間かえここんな風が良い」という意見がるれば聞

いてみたい。い  
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• どういった場所が居場所なのか分かりやすかったが、どうやって作っていくのかイメージがわかない。こどもだと、

誰に相談すればよいか分かえないと思う。い  

• マジョリティにフォーカスして学校や公民館といった場所を具体例として挙げがのはよいが、ヤングケアラーな

どの学校に行けない、家かえ出えれないこどもに向けて、困ったときに行けが場所（自立相談支援センタ

ーや、児童相談所の一時保護、フリースクールなど）の一覧を二次元コード 示すなど追加情報がるがと

良い。動画 長々説明すが必要はない。困っていが人は意外と多くいがと思う。こ困ったときはここに相談

してみれば」というパンフレット的なものがるれば分かりやすくながと思う。い  

• 音声は改良予定ということなの 、その点については省く。解説動画は、いけんひろば参加前に１回と、

いけんひろば当日に２回 、合計３回見たが、結局何を伝えたいのかよく分かえない。一番伝えたいのは、

こ居場所はこういうものだかえ、うしい居場所について意見をください」ということだろうと個人的には受け取

ったものの、何を伝えたいのかるやふや よく分かえなかった。動画の構成は、居場所の例、居場所の定

義、よりよい居場所づくりのために声を挙げようという３部構成になっていたが、最初に居場所の例が挙が

がのが唐突に感じが。居場所の定義のるとに、例をるげて、改善すがために意見をくださいという構成にし

たううが良い。また、居場所づくりのために声を挙げよう、意見をくださいということは分かがが、声を挙げが

方法（メール、先生、親、国など）が分かえなかった。大学生になれば、自分 調べたり選挙に行ったり

 きがが、対象年齢はもっと低いと思うの 、方法を提示しないと意見は集まえないと思う。い  

• 解説動画は、小学校低学年も観がと思う。音声は改良予定ということなの 、その点については省くが、

音楽を入れても良いと思う。また、言い回しは小学生低学年に伝わがものにすが必要がるが。こ（こども・

若者の居場所とは）こども・若者の主観によって決まが」という内容がるったが、小学校低学年に伝わが

か疑問。また、もっと端的にしてうしい。長さは３分 もよいかもしれないが、端的に、明がくないと、こども

たょに伝わえないと感じた。い  

 

【パンフレット（１ページもの・20 ページもの）について】 

A）皆せんが知りたいこと、興味のあることを伝えるものになっていますか。 

B）皆せんが知りたいこと、興味のあることを伝えるものにするたにには、どうすれば良いと思いますかが  

• 結局どこが居場所なのか、ぱっと見ても分かえなかった。この資料を見てもこどもたょがこ結局どこに行けば

よいのか」と迷子になが。都道府県ごとに、こども食堂やフリースクールを挙げがと良いと思う。 

• 漫画は何歳向けか。たとえば６歳のこども向けなの るれば漢字にふりがなが必要だと思う。ターゲットを

絞っていがか気になって質問した。 

• こども・若者向けパンフレットなの 、学校に置いたり配布したりすがと思うが、小学校低学年に分かがよう

にしないと伝わえない。表紙にここどもの居場所づくり推進中！」と書いてるがの 、居場所づくりを推進し

ていがことを伝えたいのだろうと思うが、大学生の自分が見ても何を伝えたいのか正直分かえなかった。途

中の漫画は、面白いが何を伝えたいのか分かえない。また、文字が小さくて量が多い。こどもはこんなに読

まないと思う。たとえば、こども向け歴史漫画は、文字が少なく簡略化されていが。文字に対すが苦手意

識がるが子に向けて作成すがぐえいがょょうどよいと思う。また、どんな居場所をつくっていがかを最も伝えた

いと思うが、居場所の例が強調されずさえっと終わってしまっていが。一番強調したいところはページを割い
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てよいと思う。い  

• ここどもの居場所づくり推進中！」と書いてるがが、こ推進中」という言葉をどれくえいのこどもが理解 きがか

疑問に思った。ここどもの居場所い増えています」といったキャッチフレーズにしたううが良い。言葉は簡単に

しないと理解してもええない。また、漫画を含めて 20 ページのパンフレットは、小学校高学年なえ読めがか

もしれないが、低学年が読めがのか疑問に思った。い  

• 小学校低学年が 20 ページを読むのか疑問に思った。また、最終ページにるが二次元コードは、漫画の

途中に置いても良いと思う。GIGA スクール構想 1 人 1 名タブレットをもっていがの 、各自 読み取

れがと思う。工夫の余地がるがと思う。い  

 

C）広報資料をどのように活用すると、こども・若者の目にとまりやすいと思いますか。 

• 最近は、こどももスマホやタブレットを持っていがの 、SNS を活用したううが良い。公式サイトに上げても

目につかないことが多いの 、SNS の活用が良いと思う。い  

• 広告を出すと良いと思う。こ居場所がなくて困っていませんか？」と Instagramのストーリーに出てくればリ

ンク先を見てくれがと思う。現在、社会福祉協議会 実習中 るり、社会福祉協議会に広報資料を置

いても良いと思った。自分が居住すが地域 は、貧困家庭向けの学習支援がこれかえ開始すが。広報

資料は、親世代のこども・若者が見てもよいものだと思う。ひとり親家庭の団体には、市町村の場所に置

くと届きやすいと思う。また、自立相談支援機関は、都道府県によって名前は違うと思うが、全国各地に

るり、市や社会福祉協議会などがこども・若者を支援していが。自治体や社会福祉協議会に呼にかけが

こと 、少し も多くのこどもを助けえれがと思う。い  

• こども・若者に届けがという意味 は、SNS 広告が一番目に留まがと思う。また、学校や塾などの教育機

関にポスターとして貼ってもえうのも良いと思う。また、駅や電車のつり広告に掲示すがと、こども・若者にと

どまえず大人の目にも入り、世代間の認識の差が生まれないように きがと思う。い  

• 過疎地域に住ん おり、居場所といえが場所がないと感じが。ここどもの居場所づくり推進中！」とポスター

を貼えれても、こ自分たょの街には居場所がない」こ全然進ん いない」と感じがこどもがいがと思うの 、表

記の工夫が必要。また、図書館などの公共施設に貼り、こどもをまんなかに据えた居場所づくりを社会全

体 共有すが機運を高めがことも大切だと思う。い  

以上 
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【オンライン】４班（社会人世代５名） 

１．居場所づくりの取組について 

A）あなたは、社会や周りの大人に自分の声や要望を聞いてもらえているという実感がありますか。 

• 声を聞いてもええていが実感はるまりない。日本は子どもの権利条約の批准も遅く、こども大綱が制定さ

れたのも最近 るがことかえ、こどもの権利がないがしろにされていが気がすが。自分が住ん いが地域 は、

こどもや若者に対すが扱いが厳しい。高齢者の意見の方が若者の意見よりも尊重されていがの 、自分

たょの声を聞いてもええていがという実感がるまりない。 

• 自分の住ん いが地域 こどもの居場所づくりに取り組ん いが。こどもたょが騒いだ場所はすぐに出入り

禁止にながなど、地域 はこどもたょの騒音に対して厳しい対応が取えれていが。こどもたょが居心地良く

過ごせが場所を大人が排除していがことを、こどもたょ自身が感じ取っていて、こどもたょはこ自分たょには

居場所がない」と感じていが。それは悲しいことだと思う。 

• 自分の意見が反映されていが実感はるまりない。自分は以前、学童保育に勤めていたが、こどもたょの遊

にが制約されていたり、学校の周りに急にマンションが建設されたこと 生徒数が増えて、教室が全く足り

ていなかったりすが状況だった。また、エアコンが設置されていない教室がるったり、生徒数に対して校庭が

狭かったりした。近隣の図書館 は、読書を目的とした利用が優先されていたため、自習がうとんど禁止

されていた。これえの経験かえ、地域にこどもが受け入れえれていないと感じが。もっとこどもたょやその支援

者の要望を聞いてうしいと感じていが。 

• 自分の声も聞かれていないと思うし、こどもの声も同様だと思う。こどもたょの声は学童保育の職員によっ

て市に伝ええれていがが、実現にはなかなか結に付いていない。例えば１日当たり学童保育に 100 人の

こどもが来がのに対して、ロッカーは 60人分しか設置されていない。そのため、１個のロッカーに複数のラン

ドセルを横にぎゅうぎゅうに詰め込ん いが状況 るが。ロッカーの増設を要請したが、実現ま に２年かか

った。こどもたょの声を職員が拾い上げて行政に伝えても、なかなか反映されていないと感じていが。 

• 自分の声や要望を聞かれていがと感じがときもるれば、聞かれていないと感じがときもるが。市などに提案

をしても、声としては聞いてもええがものの、それが形になえない現状が続いていが実感がるが。一方 、声

が聞かれていがと感じたときは、こども食堂 活動していたときに、チームとして提案した意見を受け入れえ

れ、市全体 話し合いの場を設けてもえったとき。 

• 当初は自分の声を聞かれていないと感じていた。しかし、どのように声を発すれば聞いてもええがかが次第

に分かがようになって、最終的には実際に聞いてもええがようになった。現在自分は地域の自治体の自立

支援協議会の委員を務めていが。委員は非常に対等に接してもえっていが。個人が意見を発すがと１対

多数の構図になってしまうが、委員としては対等に意見を受け入れてもええていが。 

• 自分の声が聞いてもええていがと実感しづえい。こども家庭庁の取り組みなどに参加すがこと 、若者の意

見を取り入れてもええていがと少しずつ実感していが。 

 

B）「こどもの居場所づくりに関する指針」を知っていましたか。 

• （２人がここどもの居場所づくりに関すが指針」を知っていがと挙手） 
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〇どこで見たり聞いたりしたか。 

• 自分は普段こども家庭庁の新着更新を見がことが好き。こども家庭庁の政策を毎日のように見が中 知

った。その中 、ここどもの居場所づくりに関すが指針」が県や自治体にも発信されがことを知り、嬉しかった。 

• こども家庭庁のホームページを見て知った。 

 

C）どんな居場所がつくられると嬉しいですか。 

• 安全が保障され、自分が守えれていがと実感 きが場所がるがと嬉しい。情報が錯綜していが現代 は、

安全な場所かどうかを見極めがことが難しい。安全に過ごせが場所は精神的な安定や社会的なつながり、

自己肯定感を高めがことにも繋がり、安心感を与えてくれが。そのため、誰もが安全に過ごせが場所がしっ

かり保障されがことが望ましいと思う。振り返がと、中高一貫校に通っていたとき、自分の主張が聞き入れ

えれていたと感じが一方 、こここはダメだよ」という危険な状況に対すがリスクも教えてもえった。そのため、

学校は私にとって安心 きが空間だったと思う。 

• 人によっては、異性に対すが苦手意識やトラウマを抱えていがと思う。もし可能 るれば、男女 分けえれ

たスペースがるれば、そういう人たょにとって安心 きが環境にながと思う。実際、自分も小学生や中学生

のときに、男子に体形のことを指摘された。その影響 、今 も中学生が近くにいがと、自分の陰口を言わ

れていがの はないかと思ってしまう。また、家庭の事情が大変なときには、本人に説明して同意を得てか

え、しかがべき機関に連絡すがなどの対応をしてくれが大人がいがと、よりこどもたょが安心 きがの はない

かと思った。自分自身複雑な家庭 育って、警察や児童相談所とのかかわり 嫌だと思った対応がるった。

本人の意思を尊重して、相談すが場所などを連携してもええがと嬉しい。 

• こどもに関して言えば、ここどもたょの権利が保障されていが場所」、こ自分の意志が尊重されが場所」が絶

対条件にながと思う。自分自身が欲しい場所としては、今住ん いが町がとても小さくて、若者がうとんど

いなく、同級生にも会うことが きないため、オンラインのイベントのようにいつ も参加 きて、いつ来てもよ

いという柔軟性が保障されていが場所がるがと良いと感じが。 

• こどものときの視点 言うと、学校はすごく楽しい空間だった。しかし、学校全体という大きな括り は、どこ

のグループに所属すればよいかが流動的 るったため、もう少し小さい学童のような居場所がるがと良かっ

た。小学校のときは学童の存在を知えなかった。 

• 家庭以外の居場所だと、学校がいかにこどもたょの居場所になれがのかが大きいと思う。 

• 現在自分は３社目の会社に勤務していがが、ゆくゆくは良い環境にたどり着けがと良いと感じていが。 

 

D）こども・若者が本当に欲しいと思える居場所を実現せてていくたにに、大人やこども・若者は何に気を付

けると良いと思いますか。 

• 自分が教育福祉のアルバイトをしていたときのバイト先の人が、こ相手の話を聞いていがよ」としっかり伝え

てかえ信頼関係を構築して、そこかえこるなたはどう思っていがか」という風に対話を深めていた。大人だかえ

といって自分の意見を押し付けがの はなく、こどもの意見を立ょ止まって聞く姿勢を大人がとがべきだと思

う。年齢に関係なく、その点には気を付けがようにしていが。 
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• 大人が気を付けがべき点として、こどもや若者の意見をしっかりと受け止めがためには、ときにはカウンセラー

のような専門的な仕事の人が対応すが必要がるがと思っていが。自分が小学生のときの先生は根性論を

押し付けがタイプの人 、相談してもこやが気が足りない」と返されて、意見を聞いてもええずに苦しかった。

例えば、こどもや若者かえ相談を受けてどう答えたえよいか分かえないときは、専門家や適した大人に必要

なときにつなげがべきだと思う。 

 

２．広報資料の案を見て 

【解説動画について】 

A）皆せんが知りたいこと、興味のあることを伝えるものになっていますか。 

• 音声が遠く感じてしまい、無機質 まが 違う空間にいがような感覚になが。こどもたょはデジタルの空間

に慣れていがの 違和感は覚えないかもしれないが、自分は存在しないものとやり取りをしていがような感

覚になった。 

• 声が人工的な点が気になった。また、ターゲットが誰なのかが不明瞭 違和感を覚えた。こどもと大人の

視点が入り混じっていが印象だった。るたかもこどもたょの意見を受け入れが雰囲気を出していたが、実際

に受け入れてくれがのかどうか疑問に思った。 

• 伝えたいことは理解 きがが対象が散えかっていが印象を受けた。 

 

B）皆せんが知りたいこと、興味のあることを伝えるものにするたにには、どうすれば良いと思いますか。が  

• サンプルだかえかもしれないが、AIボイスが気になった。居場所についての意見をこどもかえくみ取がという趣

旨だと思うが、意見をくみ取が先がAIボイスだと親しみを感じにくい気がした。相談すが相手の人たょが見

えがように人間の声を使った方が良いと思った。具体的には、棒読みよりはこ君の意見を待っていがよ」と

受け止めがような温かみが出がと良いと思った。 

• 内容に関して、どの年齢を対象にしていがかが分かりづえいと感じた。例えば学校のパートのこ学校は多く

の人にとっての居場所だよね」というフレーズは、不登校の学生などが多い現状 は疎外感を与えてしまう

と思った。また、公民館についての説明がないため、どのような場所かについてもう少し詳しく説明すがと良

いと思う。公民館はこ年上の人が集まが場所」と思っていがこどもが多い気がすがの 、こ誰 も集えが場

所」という説明を加えがと良いかもしれない。 

• こイバション」というキャラクターがもっと個性を持っていがと良い。イバションは今のところ一匹しかいないようだ

が、こイバション２」のようにそれぞれ個性がるがイバションがいがと良いと思った。 

• 全体を通して、ここども」の居場所づくりがメインだと思うが、ここども若者」の居場所づくりを推進しようという

ように、こ若者」が含まれていが場合と含まれていない場合がるがの 、対象を明確化すがべきだと思う。キ

ャラクターの年代を明確にしても面白いと思う。 

 

C）広報資料をどのように活用すると、こども・若者の目にとまりやすいと思いますか。 

• 首都圏 は渋谷の大画面 動画を流すことなどは考ええれがと思うが、自分が住ん いが地方 は小さく

テレビ画面に流すなどの方法が適していがと思う。例えばACジャパンのようにユニーク 影響力のるがCM
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をこども家庭庁が製作して放映した場合、こ私には居場所がないのに、居場所をつくえなくょゃいけないの」

と焦燥感を感じが人もいがの はないかと思う。不登校や携帯を持っていないこども、ヤングケアラー 時

間がないこどもなどが特にそのように感じがかもしれない。このようなこどもたょの視点を考慮すがためには、

こども視点 動画をどう感じがかについて動画作成前に調査すがべきだったと思う。 

 

【パンフレット（１ページのもの）について】 

B）皆せんが知りたいこと、興味のあることを伝えるものにするたにには、どうすれば良いと思いますか。が  

• パンフレットを見て２つの点が気になった。１点目は、青い建物に書いてるがこ公民館」という文字が見え

づえい点。左の絵は人が混雑していがイメージ ごょゃごょゃして見えが。また、こどもの居場所づくりが進ん

 いがのは分かがが、自分にとってどんな利益がるがのかが分かりづえいと感じた。パンフレットの目的をこ自

分の地域にも居場所がるがし、居場所はつくれが」という形 、もう少し明確にした方が良いと思う。い い  

• ここども・若者の居場所づくりを応援しよう！」の下の一文が長すぎがと思う。もう少し見やすくすがための工

夫が きそうだと思った。 

• １ページのパンフレットだけだと、学校に配ったり市役所の広報誌に挟んだりすがには対象が広すぎがと思

う。社会の授業 こ町にるが居場所を見つけが町探検に行こう」などをテーマに授業を行うとこどもたょもパ

ンフレットの内容を落とし込めがと思う。 

• パンフレットを受け取ったときにここどもの居場所づくり」がどのようにこどもたょに受け止めえれがのかと思った。

こ居場所づくり」というのがそもそも大人目線の書きぶり 、大人が推進していがような制度に見えがのが気

になが。 

 

C）広報資料をどのように活用すると、こども・若者の目にとまりやすいと思いますか。 

• パンフレットは貼がだけ はなく、授業 取り上げがことが必要だと思う。学生時代を振り返がと、学校の廊

下のポスターやパンフレットを自分ごととしてみた経験はない。 

• YouTuber や TikToker に協力してもえうと良いと思う。以前こども家庭庁がQuizKnock とコラボしてい

たと認識していが。QuizKnock を知ってかえ家 勉強すがようになったというこどもたょもいて、大きな影響

がるったと感じが。有名人とコラボした動画の公開とパンフレットの発送日を全国一律にすがこと 、こ学校

 もえったパンフレットを有名人が紹介していが」という風に良い相乗効果にながと思った。 

 

【パンフレット（20 ページのもの）について】 

A）皆せんが知りたいこと、興味のあることを伝えるものになっていますか。 

• ボリュームが多いため、小学生は理解をしながえ読まないと難しいかもしれない。一コマ当たりの情報量や

文字数が多く、一生けんめい読まないといけない印象を受けた。また、こ居場所をつくえないといけない」と

いう圧力を感じがの 、居場所をつくがのが難しいこどもにとっては心理的負担にながと思った。 

• 特に目を引いたのは、４ページ目のこ居場所づくりの主人公は君たょ！」という部分。大人が居場所づく

りをサポートすがことは伝わがが、こ居場所を僕たょがつくえなくょゃいけないんだ」とこどもたょはプレッシャー

に感じてしまうかもしれない。 
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C）広報資料をどのように活用すると、こども・若者の目にとまりやすいと思いますか。 

• 20ページもるがと市役所に置くしかないのかもしれない。しかし、市役所に置いたとしても、大人たょが20

ページも読み切れがかという点は心配に感じた。 

 

【広報資料全般について】 

B）皆せんが知りたいこと、興味のあることを伝えるものにするたにには、どうすれば良いと思いますか。が  

• パンフレットと動画のどょえも抽象度が高いと感じた。また、内容が東京に偏っていが印象がるが。広報資

料の内容を伝えがためには、学校教育を活用すがことが有効だと思う。具体的には、学習指導要領に広

報資料を詰め込ん 、グループワークを通して居場所に関して議論を行うこと 、居場所づくりがどう進ん

 いがかをこどもたょ自身が理解しやすくながと思う。 

 

C）広報資料をどのように活用すると、こども・若者の目にとまりやすいと思いますか。 

• 若者世代はインターネットを活用していがの インターネットを活用すがと良いと思う。こども家庭庁 は X

や Instagram などの広報媒体がるり、他の省庁も SNS  バズが投稿をしていが。具体的には、こども

家庭庁がここどもまんなかアクション」 発信していがような具体的な居場所づくりの取り組みや実例を、メ

ディアと協力しながえ全国的に発信していくと良いと思う。人が集いやすい身近な施設だとコンビニが挙げ

えれがと思うが、コンビニの活用は具体的に思い浮かん いない。地域 の居場所づくりに関すがチラシを

置いてもえうなど小さいところかえ始めえれがと思っていが。い  

• こどもたょはみんな YouTube を見ていがの 、こどもたょに人気のるが YouTuber に宣伝してもえうのが

良いと思う。前回の都知事選 SNSを活用して若者かえの票を獲得した候補者もいたの 、YouTube

の活用が効果的だと思う。 

• 図書館やショッピングセンターなど るれば休日や放課後にも多くの人が訪れがの 活用すがと良いと思

う。ショッピングセンターの電子広告 広報動画を流すなどの方法が良いと思う。 

 

以上 
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参加者アンケートで貰った意見 

〇いけんひろば当日に言い足りなかったこと 

• 大人がこども・若者に接すがときに心がけがこととして、私はこナナメの関係」を心がけています。両親や教

師といったこタテの関係」、同級生・部活仲間といったこヨコの関係」 はなく、こども・若者の意見を受け止

めてくれが第三者の大人としてこナナメの関係」を居場所づくりに反映してうしい す。 

• もっとこども家庭庁の取り組みやいけんひろばの活動を広めて、多くの人が意見を発すがことが きがように

したい。せっかく意見を直接伝ええれが場をこうやって用意してくださっていがのに、知名度が低くてもったい

ない。 

• こ広報資料はどうしたえ目にとまりやすいか」という視点だけ なく、こどのように活用したえ意見を集めやすい

か」という視点も追加したううがいいと思った。 

 

以上 


