
2024年度こども若者★いけんぷらす

いけんひろば

～こども・若者が社会に参画し、意見を表明していると

実感できるようになるには？～

報告資料

令和６年12月23日（オンライン開催）
令和６年12月26日（対面開催）

令和６年11月26日～12月9日（アンケート開催）
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１.開催概要
か い さ い が い よ う



１．開催概要（オンライン・対面）

テーマ こども・若者が社会に参画し、意見を表明していると実感できるようになるには？

担当省庁 こども家庭庁

テーマ説明

みなさんは普段「意見」を言えていますか？

こども家庭庁は、こども・若者の社会参画や、意見の政策反映について取り組んでいます。

全国のこども・若者のみなさんが、「社会に参加できている！」「意見を伝えられている！」と感じられる

社会を作っていくため、国の今まで行ってきた取組の改善点や、今後国がどのようなことに取り組んでいく

と良いのか、みなさんの意見をお聴きしたいです！

4

オンライン回 対面回

参加対象者 ぷらすメンバー全員
ぷらすメンバーのうち、

九州・沖縄・中国地方在住者

開催日時
令和６年12月23日（月）

19：00 ～ 21：00

令和６年12月26日（木）

13：00 ～ 15：00

開催場所 Webex 北九州市立子ども図書館 大研修室

参加人数・グループ数

➢ １・２班合同班・・・小学生５名

➢ ３班・・・中学生６名

➢ ４班・・・中学生・高校生年代４名

➢ ５班・・・大学生～社会人年代５名

➢ １班・・・小学生５名

➢ ２班・・・小学生６名

➢ ３班・・・中学生・高校生年代５名

➢ ４班・・・社会人年代３名

か い さ い が い よ う

た ん と う し ょ う ち ょ う

せつめい

わかもの さ ん か く

ふ だ ん

せいさくはんえい

つた

かいぜんてん

よ き

さ ん か た い し ょ う し ゃ

れ い わ

は ん ご う ど う は ん

おきなわ ち ゅ う ご く ち ほ う ざ い じ ゅ う し ゃ

だいけんしゅう しつ

ちょう



１．開催概要（アンケート）
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※１ このいけんひろばは、「こども・若者が社会に参画し、意見を表明できるようになるには？」の一部として実施しました。

テーマ 「こども若者★いけんぷらす」ってどう思う？※１

担当省庁 こども家庭庁

テーマ説明

令和５年からはじまった「こども若者★いけんぷらす」。今まで約40のテーマで、延べ約3,600人（令和６年11

月20日時点）の方から意見をきいてきました。たくさんの意見をいただきありがとうございました。

もっとみなさんが「参加したい！」「意見を言いたい！」と思える「いけんぷらす」にするために、みなさんの意見

をもとにして改善していきたいです。ぜひ、みなさんのいけんぷらすへの意見・感想・疑問をきかせてください。

参加対象者 ぷらすメンバー全員

開催方法 WEBアンケート

開催日時 令和６年11月26日（火）～12月9日（月）

回答数 127件

年齢 性別 お住まい

か い さ い が い よ う

た ん と う し ょ う ち ょ う

わ か も の

れ い わ や く の

さ ん か た い し ょ う し ゃ

かいぜん ぎ も ん

か い さ い ほ う ほ う

けん

じっし

ねんれい せいべつ

さい

ちょう

かんとう き ん き
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２.参加者の意見

（オンライン・対面）

さ ん か し ゃ
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１．「意見を聴いてもらえている」状態について

• 総合や学活の時間で「どうしたら仲が深まるか」をテーマに考えた時に

自分の意見が採用された。「その意見いいね」と言ってもらえた。

• こども家庭庁の対面のいけんひろばで共感してもらえたときに意見をき

いてもらえたと思った。

• お母さんやおじいちゃんは最後まできいてくれるし納得できることを言っ

てくれるから意見をきいてもらえると思える。

「意見を聴いてもらった」経験について教えてください

小学生

• 意見をきいたとしても何かを実行してくれないと意見をきいたことには

ならない。

• 多数決では、自分の意見が少数派であるとき、反映されないと感じ

る。決定事項に少しも少数派の意見が反映されないと悔しいと思う

ときがある。

「意見を聴いてもらえなかった」経験について教えてください

• 学校の教頭先生に「自分の学校は運動会のみで発表会がないの

で、発表会を復活させてください」とお願いしたときに、意見をきいて

もらえたと思った。発表会は復活しなかったが、開催していない理由

を説明してもらえてわかりやすかった。

• 自分の意見を言ったのに、先生が解決につなげてくれなかったとき

は、きいてはもらえているけどきくだけで終わってしまうと感じる。

• 学校の授業中に、残り時間がないと、挙手していてもスルーされる

ことがある。

• 何かを決める際の「このように決定して良いですか？」というきき方

は、相当自信家でないと拒否しづらいと思う。「良いですか？」のあ

とに「他の意見があったら話し合うことができる」と付け足してほしい。

き じ ょ う た い

けいけん

そ う ご う なか

さいよ う

ちょう きょうかん

さいご な っ と く

ふっかつ ね が

かいさい

せつめい

かいけつ

き け い け ん

しょうすうは はんえい

け っ て い じ こ う く や

じゅぎょう のこ き ょ し ゅ

さ い よ

じ し ん か き ょ ひ

つ
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２．「意見を聴いてもらえている」と思えるための仕組みについて

どういうふうにしてもらったら「意見を聴いてもらえている」と思いますか
小学生

中学生以上

• 意見を反映されるかどうか別として、きいてもらえることを指す。（社

会人年代）

意見を伝えられる

• 意見を反映できない理由を言ってもらえたら。（小学生）

• きいてもらうだけじゃなくて大人の考えも知りたい。 （小学生）

• 自分の意見に対して「自分はこう思う」と言ってもらえるとちゃんとき

いてもらえた感じがする。（小学生）

• 意見に対する回答が返ってくると良い。（中学生）

• 政策に（何らかの形で）活かされていると確認できたりすれば。

（中学生）

• 最低でも返答はほしい。（中学生）

• 実現が難しい意見だったとしても、「こういった理由で難しいです」や

「実は既に検討中です」といった返事が返ってきたほうが納得でき

る。（中学生）

• 返答があり自分の意見に興味を持ってもらえていること、意見が反

映されていることが分かれば。（中学生）

• 返答があることが重要。（高校生・高専生年代）

• 実行できなくてもしっかりとした返答があってコミュニケーションができ

ていれば。（大学生・大学院生年代）

• 「本当はこうしたいけど、今のところはこれしかできないよ」と言ってく

れるなど、コミュニケーションをしてくれれば。（大学生・大学院生年

代）

意見に返答がある

• ちゃんと人の目を見て話をきくことが一番大事だと思う。（小学生）

• 自分が言ったことに対して「いいね」と言ってもらえたり、アドバイスをし

てくれたり、言った意見について何か考えて答えてもらえる（小学

生）

• 誰かに共感してもらえれば。（高校生・高専生年代）

• 結果が出なくとも、意見をきいてきちんと向き合ってもらえれば、きい

てもらえたと感じると思う。（高校生・高専生年代）

その場でリアクションがある

き

つた

はんえい べ つ

だ れ こうせんせいねんだいきょうかん

け っ か

よ

せ い さ く か く に ん

さ い て い

じつげん むずか

す で けんとうちゅう な っ と く

きょうみ

じゅうよう
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２．「意見を聴いてもらえている」と思えるための仕組みについて

どういうふうにしてもらったら「意見を聴いてもらえている」と思いますか
小学生

• 人それぞれ違い、色んな答えがあると思う。一概に決めなくて良い。

（社会人年代）

その他の意見

中学生以上

• 実行してもらえないと何も変わらないのでしっかりと実行してほしい。

（中学生）

• 自分たちのしたい政策が自分たちのおかげで実行されたら。（中学

生）

• 自分が伝えた意見が反映されて行動に移された時。（中学生）

• 意見を形にして行動してもらえたら。（中学生）

• 理想としては実行まで移してほしい。（中学生）

• 「こうしてください」といったことが実行されて、「実行された」とわかれ

ば。（社会人年代）

• 意見をきいてもらえると感じることの第一は政策実現。（社会人年

代）

意見が反映される

き

はんえい

か

せい さ く

つた う つ

せいさくじつげん

ちが い ち が い よ
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• どこに住んでいても近くで意見を言えるようだといい。（小学生）

• 学校の中で「いけんひろば」を実施したり、授業やアンケートなどで意

見をきいたりしてもらえると色々な人の意見が集められると思う。

（小学生）

• 簡単に意見が言えるようにすればよい。（中学生）

• SNSなどオンラインで意見を言えるようになるといいと思う（大学生

年代・大学院生世代） 。

• 学校で貸与されているタブレットからこども若者★いけんぷらすのアン

ケートに参加できるようになると国に意見を伝える事が身近になる

（実施後アンケート 匿名回答）。

簡単に意見を言える場づくり

「意見を聴いてもらえている」状態を実現するために国は何をするとよいですか

２．「意見を聴いてもらえている」と思えるための仕組みについて
小学生

中学生以上

• 同じテーマで色々な地方で対面のいけんひろばを開催してほしい。

（小学生）

• こども家庭庁や自治体職員が、週１～２回程度、中学校・高校

に来て、意見を言えるような機会があったら良い。（高校生・高専

生年代）

• 「こども若者★いけんぷらす」のような取り組みを増やしてほしい。

（高校生・高専生年代）

職員が、こども・若者がいる場に出向く

• 意見を受け取った側が意見を反映した政策をとってくれると意見をき

いてもらえた実感がある。ちゃんとフィードバックを返してもらえると、

「本当に意見をきいてもらえるんだ」と感じる人が増えて、それによっ

て「ちょっと面倒だけど意見を言ってみようかな」と思う人が増えると思

う。（中学生）

• フィードバックがまとまって届く。もっと早いレスポンスやこの段階まで進

んだという反応があるといい。フィードバックも大事だが、フィードバック

に至るまでの過程もあるといい。（大学生・大学院生年代）

フィードバックを充実させる

き

じ つ げ んじょうたい

かんたん

じ っ し じゅぎょう

かんたん

た い よ わかもの

さ ん か つ た

とくめいかいとう

し ょ く い ん わかもの

かいさい

ちょう じ ち た い し ょ く い ん て い ど

き か い よ こうせん

せいねんだい

ふ

じゅうじつ

が わ はんえい せ い さ く

ふ

めん ど う

とど だ ん か い

は ん の う

い た かてい
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「意見を聴いてもらえている」状態を実現するために国は何をするとよいですか

中学生以上２．「意見を聴いてもらえている」と思えるための仕組みについて

• 学校の意見を集約した生徒会長などの代表者が市区町村で政治

について話し合い、同じように都道府県やエリアごとで意見を集約し

ていき、最終的に全国のこどもの代表が政策に関わる人たちの前で

話し合う仕組みにする。（中学生）

• 今は国がききたいことについていけんぷらすできかれていると思う。私

たちが言いたいこともテーマに入れるようにしてくれていると思うが限ら

れている。こども若者が本当に考えていることを伝えられる場をもう少

し増やしてほしい。（大学生・大学院生年代）

• こども若者がどんなことに困っているか、どんな課題があるかに触れ

て、それを政策につなげることで良くしてほしい 。（社会人年代）

• こども家庭庁が「何に困っているか」「国に何してほしいか」を（こど

も・若者に）聴いたうえで、色々なところに、こども・若者はいまこうい

うことを考えていて、こういうことに困っていて、こういう解決をしてほし

いようだ、と伝えほしい。そのうえで、（各省庁が）フィードバックをし

てくれたら「自分たちの意見をきいてもらえた」「生活が良くなった」と

実感できると思う。（大学生・大学院生年代）

こども・若者発信の意見を聴く場をつくる

• こどもたちから意見をきく立場にある人たち（先生など）に向けて

研修を実施する。（中学生）

おとなに向けて啓発をする

• こどもの意見が通った成功例がないと、「どうせ伝えても通らないんだ

な」と思う。成功例を提示したほうがが良いと思う。（中学生）

• 意見の発信ができる場所をまとめてもらうとすごく助かる。（高校

生・高専生年代）

• 「話してよい人がいる」ことを伝えることが大切だと思う。（社会人年

代）

意見を伝える場などについてこども・若者に知らせる

き

じょうたい じつげん

わ か も の は っ し ん

しゅうやく せい と かい ち ょ う せ い じ

と ど う ふ け ん し ゅ う や く

さいしゅうてき せ い さ く か か

わ た し

かぎ

つ た

ふ

こ ま か だ い ふ

ちょう

か い け つ

か く し ょ う ち ょ う

よ

せいこうれい

ていじ

こうせんせいねんだい

けいはつ

けんしゅう じっし
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２.参加者の意見

（アンケート）

さ ん か し ゃ



13

１．いけんひろばへの参加・申し込み状況について

今までに「いけんひろば」に参加したことがありますか？

どの手法の「いけんひろば」に参加したことがありますか？ 今まで「いけんひろば」に応募したことがありますか？

（単数回答）

（単数回答）

参加したことがある 参加したことはない

70.9%

(90件)

29.1%

(37件)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

n=127

参加したことがある

参加したことはない

（単数回答）

（複数回答）

さ ん か も う じ ょ う き ょ う

たんすうかいとう

し ゅ ほ う お う ぼ

ふくすうかいとう

こ
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２．意見を聴かれたという実感について

• いけんひろばの報告資料に記載されたことは確認したが、その後

フィードバック資料を確認できていなかった。

• 意見を言い合う時間が少なかったと感じたから。

• 聴かれている部分と聴かれていない部分があるから。

• 自分の意見だけでなく、こどもや若者に関わる政策面全てで、

改善に向けた取り組みが行われているという報道をニュースなど

でほとんどきかないし、自分でもその実感がないから。

「どちらともいえない/聴かれなかった」と答えた人の意見

「いけんひろば」に参加してみて、あなたの意見が聴かれたと感じましたか？

また、そう感じた理由も教えてください。

（単数回答）

＜自分の意見を伝えられた＞

• 自分の経験や素直な気持ちなど、話したいことを話せたから。

• 話を遮られることなく、また全員が全員の話をきいて意見を出し合え

ていたと感じたため。

<ファシリテーターが言いやすい場をつくってくれた>

• ファシリテーターさんが上手く全員に話を回していた印象がある。

• ファシリテーターの方が上手にミーティングを進めてくれたおかげで､全

員が意見を出すチャンスが何度もあったから。

• オンラインで、司会の方が、意見があるかを丁寧にきいてくれた。

＜意見が記録された＞

• しっかりメモしてくれたから。

• いけんひろば当日に、皆の前で言う勇気がなかった意見や言いそび

れた意見を“後から出た意見”として載せて貰えて、緊張したり体調

が良くない時でも焦らないで大丈夫だと感じられたから。

• 後に送られてくる報告書に、自分の意見がしっかり記載されていたから。

「聴かれた」と答えた人の意見

き

さ ん か

たんすうかいとう

ほうこ くしりょう き さ い か く にん

わかもの か か せいさくめん

かいぜん ほう ど う

さえぎ

いんしょう

しかい ていねい

きろく

みんな ゆうき

の も ら きんちょう

よ あせ だいじょうぶ

ほうこくしょ



あなたが参加した「いけんひろば」のフィードバック資料を１つでも受け取って中身を見ましたか？
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• 仕事が多忙で確認できていなかった。

• 確認しようと思ったが、忘れていた。今後はしっかり確認しようと思う。

３．フィードバック資料について（1/2）

（単数回答）

見なかった理由

し り ょ う

さ ん か

たんすうかいとう

たぼう かくにん

わす
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フィードバック資料をみて、あなたの「いけんひろば」での意見に照らして、フィードバックが十分にされていると思いましたか？

また、そう思った理由を教えてください。

• ちょっと言ったことでもきちんと反映されていたから。

• フィードバック資料に自分の意見がしっかり書かれていたから。

• 資料に意見が載っていたため。まとめ資料などに、自分を含めた

意見を取り入れた内容が記載されていたため。

• 言ったことの意味が分かりやすくなっているから。

• 厳しい意見もあったから。

• 毎回くれたから。

「そう思う」と答えた人の意見

（単数回答）

• 省かれていたから。

• 自分の意見はあったが、そこまで重要な意見ではなさそうだと

思ったから。

• 発言としての記録はあったけど、それだけって感じだったから。

• 自分の意見を一部反映された部分があったが、詳細は反映さ

れていないと感じたものもあったから。

• もっとフィードバック資料に意見を詳しく書いてくれたら参加したく

なります。

• 自分が回答した内容と似たような内容がある可能性もあるし、

特にアンケート形式ではそれがわかりづらい。

「どちらともいえない/そうは思わない」と答えた人の意見

３．フィードバック資料について（2/2）
し り ょ う

て

たんすうかいとう

はんえい

の ふく

ないよう き さ い

き び

はぶ

じゅうよう

き ろ く

しょうさい

く わ さ んか

に かのうせい

と く
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４．いけんひろばに対する印象の変化

（単数回答）

<他の人の意見を知れたから>

• 人それぞれで意見が違うことを知る機会があると、世の中の見

方が変わる気がする。

• 同世代の人と意見交換できる貴重な機会だから。

＜雰囲気が良かったから＞

• 思ったよりもアットホームな雰囲気で居心地が良く、全員の意見

が尊重されていると感じたから。

• 同世代の人と意見交換できる貴重な機会だから。

＜内容がしっかりしていたから＞

• 質問内容が詳しく、課題について真摯に向き合っているのが分

かったから。

• こどもや若者を取り巻く様々な問題について広く取り上げている

と感じたから。

「良くなった」と答えた人の意見

• 悪い印象は最初からありませんでした。共感できる取り組みだっ

たため参加したので、変化はありませんでした。

• 調査自体は反映されているが、そこから政策にどれくらいつながっ

ているかがわからないため。

「どちらともいえない」と答えた人の意見

「いけんひろば」に参加する前と後では「こども若者★いけんぷらす」への印象は

変わりましたか？また、そう思った理由を教えてください。

• せっかく時間を割いて意見を発信しているのに、実際の政治で

は、その意見を無視したような政策ばかりが続いているように感

じ、果たして｢いけんひろば｣が開催されている意味・意義はある

のか疑問に思うことが多いから。

「悪くなった」と答えた人の意見

• なんかやりたいことが分からないから。

「わからない」と答えた人の意見

い ん し ょ う へ ん か

さ ん か わかもの

か

たんすうかいとう

よ

ち が き か い

か

いけんこうかん きちょう

ふ ん い き よ

い ご こ ち

そんちょう

ないよう

しつもんないよう く わ か だ い し ん し

ま

さいしょ きょうかん

さ ん か

ち ょ う さ じ た い はんえい せ い さ く

さ はっしん じっさい せいじ

む し つ づ

は かいさい い ぎ

ぎ も ん
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５．いけんひろばに参加していない人の状況

「いけんひろば」に参加できなかった理由を教えてください。

「いけんひろば」に応募しなかったのはどうしてですか？

（単数回答）

（単数回答）

（複数回答）

• 時間がない。

• そもそも知らない。

• 匿名で意見を言いたいから。

その他の意見（一部）

＜当てはまるものすべて選んでください＞ ＜最も当てはまるもの一つ選んでください＞

• これから参加するから。

• 初めて応募して回答している時

点でまだその「いけんひろば」が

開催されていないから。

その他の意見（一部）

さ ん か じ ょ う き ょ う

お う ぼ

え ら もっと

ふくすうかいとう

たんすうかいとう

むずか

にってい

れんらく

ねんれいかくにん めんどう

と く めい

はじ

か い さ い
ちゅうせん け っ か らくせん

わす
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６．いけんひろばに対する意見（1/2）

どうなればもっと「いけんひろば」に参加したいと思いますか？

どのように改善されれば、「いけんひろば」に応募したくなりますか？

「こども若者★いけんぷらす」に対する疑問や意見があれば教えてください。

⚫ 対面でのいけんひろばが増えると行きやすいです。

⚫ チャットやzoomなどで意見を言わずとも気軽に参加・聴講できる機

会があるといいなと思いました。

⚫ 一回1時間以内だと参加しやすいです。言いたくない時は、言わなくて

もいいと言ってくれるけど実際言わないといけなく感じます。(オンライン)

⚫ チャットでのいけんひろばを増やして欲しい。

⚫ 自分の住んでいる地域で開催して頂けたら行きやすいです。

⚫ 沢山のメールがくるけれど、一部の意欲的で余力を持てる有能な人た

ちが頑張っているんだなと気後れする。地域ごとや年齢ごとなど、せまい

対象での募集なら使命感を持って参加しようと思うかもしれない。

⚫ 日程を選択できるようになるとなお良い(いくつかの日から選択出来

たり、対面なら午前午後選べたりすると良い)。

◆ いけんひろばが基本的に平日の夕方か土曜日の午前中しかなく、

土曜日学校があったり、遠い学校に通っていたり、部活動や課外活

動に熱心に取り組んでいたりする人が参加しづらい。日曜日や平日

のもっと遅い時間の開催も検討して欲しいです。

開催場所や時間を工夫する

開催方法を工夫する

⚫ もっといろんな人の意見をきく。

⚫ 男女の比率が同じくらいになったら最高だな、と思います。これまでに

２回、いけんひろばに参加させていただいたのですが、いずれも女性

が多い印象でした。それはそれで良かったのですが、男性ももう少し

増えるとまた違った視点から物事を捉えられるのかも、と感じました。

⚫ 対象年齢を限定しすぎている気がする。ある世代にフォーカスした意

見をききたいとき、その世代だけに意見をきくのではなく、その上の世

代にもきいてみたほうが、より深い意見がでるのではないか。

多様な意見を聴く

◆ 顔を出すのが苦手に感じた。

◆ 友人などと一緒に参加できると応募のハードルが下がると思う。

⚫ いけんひろばの様子を事前に動画などで確認できると応募しやすいと

思う。

⚫ いけんひろばは任意だけれど塾や習い事で忙しい中参加している子

もいると思うので、参加した事を学校で先生が認めたり、部活動のよ

うに学校外の活動として認めて貰えるようになったら良いと思う。

参加しやすくする

●青字：いけんひろばに参加したことがある人の意見

◆赤字：いけんひろばに参加したことがない人の意見

さ ん か

かいぜん お う ぼ

わかもの ぎ も ん

か い さ い ば し ょ く ふ う

ち い き かいさい いただ

た く さ ん い よ く て き よりょく ゆうのう

がんば

たいしょう ぼしゅう

ねんれい

にってい せ ん た く よ

えら

き ほ ん て き

か が い か つ

どう ね っ し ん

おそ けん と う ほ

かいさいほうほう

ふ

ちょうこう き

かい

いない

じ っ さ い

い っ し ょ

か くにん

にんい じ ゅ く いそが

み と

も ら

ひ り つ さい こ う

じょせい

いんし ょ う

ちが してん と ら

たいしょうねんれい げんてい
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どうなればもっと「いけんひろば」に参加したいと思いますか？

どのように改善されれば、「いけんひろば」に応募したくなりますか？

「こども若者★いけんぷらす」に対する疑問や意見があれば教えてください。

⚫ もっとフィードバック資料に意見を詳しく書いてくれたら参加したくなります。

⚫ どのようにして政治・政策に反映されているのか、どのようにして政治家

に｢いけんひろば｣の意見が伝えられているのか、もっと見やすく、見える

形にして欲しい。

⚫ 伝えた意見のフィードバックに対して、さらに意見を伺う機会（チャット

など）があると意見の深堀りができそうだなと思いました。

フィードバックをしっかりする

◆ いけんひろばで話し合うテーマについて、いけんひろばだけでなく、登

録者全員が出せるアンケート形式でも意見を出せるようにしてほし

い。

⚫ もっと小学１年生が参加できるテーマがいい。

⚫ もう少し多くのテーマや身近なテーマがあれば嬉しいです。進学や学

校、これらにまつわる枝分かれしている課題など。20歳以上の方に

は、別のテーマがあると思います。

⚫ 特定の分野でいけんひろばを開催するのも良いが、こどもや若者が

現在進行形で困っていることについて幅広く意見を集める機会があ

るとなお良い。

テーマについて

⚫ まずは、もっと多くの若者に知ってもらうことから始めるべき。高校や大

学などで宣伝広告を配ることなども有効だと思う。

⚫ この取り組みを広めるため、メディアで特集してもらうと良いと思う。

⚫ Instagramでの広報頻度をあげたり、市役所などにポスター1枚

貼ったりして宣伝すると認知度向上に繋がると思う。

◆ いけんぷらすの認知度が低い原因について一度広く調査をし、対策

をした方が良いと思います。

◆ いけんひろばの広報は、TikTokやYouTubeなど若者が使っている

もので行った方が広まりやすいと思う。ポイント制などで誘導するのも

一つの手かも。

認知度を上げる

◆ 連絡の頻度がもう少し少なめだと、応募したくなったと思います。

⚫ テーマに関する事前資料は毎度分かりやすくて感心する。この資料

はもっと活用されるべきだと思う。

⚫ ぽんぱーの活動をある程度明示していった方が「こども・若者」が参画

している様子をより多く表せると思う。

⚫ 実績が知りたい。最初のうちは“”成し遂げたこと“”の印象が大切だと

思う。実績を元に参加する人や興味を持つ人がいると思う。

その他

●青字：いけんひろばに参加したことがある人の意見

◆赤字：いけんひろばに参加したことがない人の意見

６．いけんひろばに対する意見（2/2）

わ か も の

さ ん か

かい ぜん お う ぼ

ぎ も ん

と う

ろ くしゃ

うれ

えだわ かだい さい いじょう

かいさい よ

げんざい こま はば きかい

し り ょ う くわ

せ い じ せい さ く はんえい

つた

ほ

うかが

ふかぼ

に ん ち ど

せんでんこうこく ゆ う こ う

とくしゅう

こ う ほ う ひ ん ど まい

は つな

ひく げんいん ち ょ う さ た い さ く

ゆ う ど うせい

れんらく

かん

て い ど め い じ さんかく

じっせき さいしょ な と いんしょう

きょうみ
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７．そのほかの取組について

「みんなのパートナー ぽんぱー」※１を知っていますか？

こども家庭庁の「こども若者★いけんぷらす」のSNS（Instagram※２、公式LINE ※3）をフォローしていますか?

（単数回答）

（単数回答）

※１ 「みんなのパートナー ぽんぱー」の詳しい説明はこちら

※２ Instagramはこちら ※３ 公式LINEはこちら

たんすうかいとう

けん

せつめいくわ

わかものちょう

https://www.cfa.go.jp/policies/iken-plus/partner
https://www.instagram.com/ikenplus_kodomo.katei/
https://page.line.me/796vress?oat__id=4116009&openQrModal=true
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３．参加者アンケート

（オンライン・対面のみ）

さ ん か し ゃ



３．参加者アンケート（オンライン）※一部を抜粋して掲載
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「いけんひろば」に参加してよかったと思いますか？

今日の「いけんひろば」では、自分が話したいと思ったことを言えましたか？

そのほか、今日の「いけんひろば」についての感想を教えてください。

意見を尊重してくれた。

自分の考えを直接国に言える場所がなかったから

同年代の人と話して、共感する意見もそうでない意見も聞けたから。

人の話を聞いて、自分も頑張ろうと思えたから。

完璧！

参加できてよかったです。ありがとうございました。

相手の発言を否定しないよう言葉を抑えたところもあった。

本当に討論するならそれは違う、と言ったほうがよいこともあるのではないか、と感じた。

「そう思う」の理由（自由回答）

話したいと思ったことを言うのがむずかしかった理由（自由回答）

回答数：15件

回答数：15件
回答数：12件

回答数：12件

後半あまり話せなかったから

楽しかった

さ ん か し ゃ

ばっすい けいさい

きょうかん

がんば

そんちょう

ちょくせつ

かんぺき
ひ てい お さ

と う ろ ん ち が



３．参加者アンケート（対面）※一部を抜粋して掲載
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いけんを遠慮なく言えたから。

こういう機会がないと"意見"について考えることがないから

色々な意見をもった人と交流できたから。

そのことでもっと視野を広げることができた。

とても楽しかった。学べてよかった。

とても意見が言いやすい環境でした。

思っていたよりも自分の意見を言うことが難しいなと思った。

「そう思う」の理由（自由回答）

話したいと思ったことを言うのがむずかしかった理由（自由回答）

（回答なし）

「いけんひろば」に参加してよかったと思いますか？

今日の「いけんひろば」では、自分が話したいと思ったことを言えましたか？

そのほか、今日の「いけんひろば」についての感想を教えてください。

回答数：19件

回答数：19件

また来たいです。

さ ん か し ゃ

ばっすい けいさい

えんりょ

し や

き か い

かんきょう

むずか
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