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中
学
２
年
生
の
17
人
に
１
人

高
校
２
年
生
の
24
人
に
１
人

　
こ
の
数
字
は
、
国
が
令
和
2
年
度
に
中

学
２
年
生
と
高
校
２
年
生
（
全
日
制
）
を

対
象
に
初
め
て
実
施
し
た
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ

ー
実
態
調
査
の
中
で
、
世
話
を
し
て
い
る

家
族
が
「
い
る
」
と
回
答
し
た
子
ど
も
の

数
で
す
。
こ
の
結
果
は
多
く
の
メ
デ
ィ
ア

が
取
り
上
げ
、
世
間
に
驚
き
を
も
っ
て
受

け
止
め
ら
れ
ま
し
た
。

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
は
何
か

　
テ
レ
ビ
や
新
聞
で
聞
く
こ
と
が
増
え
て

き
た
こ
の
言
葉
。
国
の
法
令
上
の
定
義
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
般
に
、
本
来
大
人
が

担
う
と
想
定
さ
れ
て
い
る
家
事
や
家
族
の

世
話
な
ど
を
日
常
的
に
行
っ
て
い
る
子
ど

も
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で

存
在
す
る
と
さ
れ
、
ケ
ア
の
内
容
・
相

手
・
負
担
の
程
度
は
、
子
ど
も
や
家
庭
の

状
況
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

問
題
の
背
景
に
は

　
近
年
、
こ
の
問
題
が
広
く
注
目
を
集
め

る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
と
し
て
、
共
働
き

世
帯
が
一
般
化
し
て
き
た
こ
と
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
ま
す
。
高
度
経
済
成
長
期
の
頃
の

よ
う
な
、
メ
イ
ン
と
な
る
働
き
手
が
い
て
、

家
事
に
専
念
す
る
大
人
が
い
て
…
と
い
う

時
代
か
ら
経
済
の
状
況
が
変
わ
り
、
よ
り

多
く
の
人
が
働
き
に
出
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。核
家
族
化
も
進
み
、家
庭
に
か
け
る

時
間
が
少
な
く
な
る
中
で
、
働
い
て
い
る

親
の
代
わ
り
に
子
ど
も
が
家
の
中
の
こ
と

を
や
る
と
い
う
の
が
、
人
手
の
足
り
て
い

な
い
家
庭
ほ
ど
顕
著
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

44 .1%.1%
55.7%.7%

　

近
年
、
社
会
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ

と
が
多
い
「
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
」
。
日
常
的
に
ケ

ア
を
行
い
、
家
庭
を
支
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
子

ど
も
た
ち
の
背
景
に
は
何
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

今
月
の
特
集
は
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
実
態
と
課

題
、
そ
し
て
私
た
ち
は
子
ど
も
た
ち
に
ど
う
接
し

て
い
け
ば
よ
い
か
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

高校２年生
中学２年生

出典：厚生労働省・文部科学省 "ヤングケア
ラーの実態に関する調査研究" 令和３年３月

（全日制）

▶ �病気や障がいのある家族の世話・看病・
介助をしたり、代わりに家事をする

▶ �幼いきょうだいの世話をする
▶ �心が不安定な家族の話を聞く
▶ �家計のために働き、家族を支える
▶ �日本語が話せない家族や障がいのある　
家族のために通訳をする

経済状況の変化

共働き世帯の増加共働き世帯の増加

ヤングケアラーが担うケアの例

”世話をしている家族がいる”

※図はイメージです

県実態調査より
「ケアにかける
� 時間（休日）」

１時間未満１時間未満
26.8%26.8%

２時間未満２時間未満
24.9%24.9%

４時間未満４時間未満
19.8%19.8%

６時間未満６時間未満
8.9%8.9%

８時間未満８時間未満
6.1%6.1%

８時間以上８時間以上
6.7%6.7%

無回答無回答
6.9%6.9%

進学や就職に進学や就職に
影響する影響する

自覚がない自覚がない

相談できず相談できず
孤立しがち孤立しがち

家事などを担うことが過度の負
担となっている場合、勉強時間
が充分に取れなくなる可能性が
あり、進学など、その後の人生
への影響が懸念される。

子どもは自分の家庭しか知らず
に育つことが多く、客観的な視
点を持ちにくい。負担を抱えて
いる現在の自分の状況が当たり
前だと感じてしまう場合がある。

家族以外の大人に相談する経験
が少なかったり、または信頼で
きる大人が周りにいないことも
あるため、悩みを一人で抱えて
周りから孤立しやすい。

ヤングケアラーの問題とは。ヤングケアラーの問題とは。

※ 県実態調査の詳細
は県ホームページ
をご覧ください。持続可能な社会を目指すためには、

次世代を担う子どもたちの健康や
福祉、質の高い教育の提供が不可
欠であり、ヤングケアラーの問題
はSDGsとも深い関係があります。

県実態調査より  ※複数回答
「学校生活への影響」

影響なし...41.9%
孤独を感じる...19.1%
ストレスを感じている...17.4%
勉強時間が
充分に取れない...10.2%

（回答の多かった上位４項目）

ヤングケアラーとSDGs

家庭の問題は家庭の問題は
気付きにくい気付きにくい

家族が病気や障がいを抱えてい
ることを知られたくないと感じ、
秘密にする場合や、大切な家族
なので自分がケアしたいという
想いから、誰にも頼らずに頑張
ろうとする子どももいる。

な
ぜ
問
題
な
の
か

　
子
ど
も
が
家
事
を
お
手
伝
い
し
た

り
、
家
族
の
世
話
を
す
る
こ
と
は
、

責
任
感
や
社
会
性
、
生
活
力
を
身
に

つ
け
る
う
え
で
大
切
な
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
そ
れ
が
子
ど
も
に
と
っ
て

重
い
負
担
と
な
っ
て
い
る
場
合
、
ヤ

ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
し
て
の
問
題
が
浮

か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。

　
埼
玉
県
が
令
和
２
年
度
に
県
内
高

校
２
年
生
約
５
５
，
０
０
０
人
を
対

象
に
実
施
し
た
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
実

態
調
査
（
以
下
、
県
実
態
調
査
）
の

結
果
と
と
も
に
見
て
い
き
ま
す
。

子どもたちが抱える負担と
誰にも相談できない

子どものときにしか経験できないこと。
その後の人生への影響。

孤独感─。

2525.4%.4%
いないいない

いるいる
58.0%58.0%

無回答無回答
16.6%16.6%

県実態調査より
「ケアに関する
��悩みや不満を
��話せる人の有無」
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ア
ド
バ
イ
ス
を
く
れ
る
よ
う
な
大
人
が

　
　
　
　
　
　
い
て
く
れ
た
ら
…
と
思
い
ま
し
た
ね

17
歳
か
ら
認
知
症
の
祖
母
を
介
護

野
の ぐ ち

口由
ゆ き

樹さん
草加市在住

　元ヤングケアラーとして、認知症
の祖母を介護していた経験から、ヤ
ングケアラーなどを支援するオンラ
インサロン「ケアカフェ碧

り く
空」を

2021年８月から運営している。ま
た、書道教室の講師として、子ども
たちに書道の楽しさを教えるかたわ
ら、子どもの声にも耳を傾けている。

　
そ
う
語
る
の
は
、
草
加
市
を
拠
点
に
ヤ

ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
を
支
援
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン

サ
ロ
ン
を
運
営
し
て
い
る
、
野
口
由
樹
さ

ん（
33
）
。
元
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
し
て
、

高
校
２
年
生
の
頃
か
ら
約
10
年
間
に
渡
り
、

母
と
協
力
し
て
認
知
症
の
祖
母
を
介
護
し

て
い
た
経
験
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
ど

ん
な
苦
労
が
あ
り
、
ま
た
、
ど
ん
な
悩
み

が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
共
働
き
だ
っ
た
両
親
に
代
わ
っ
て
、
祖

母
が
野
口
さ
ん
の
面
倒
を
よ
く
見
て
い
た

こ
と
も
あ
り
、
野
口
さ
ん
は
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
子
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

「
認
知
症
の
祖
母
が
ど
う
変
わ
っ
て
し
ま

う
の
か
、
そ
の
時
は
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
『
一
緒
に
い
て
あ
げ
た
い
』
と
い

う
の
は
す
ご
く
あ
り
ま
し
た
ね
。
」

　
し
か
し
、
認
知
症
の
症
状
が
重
く
な
る

と
、
野
口
さ
ん
の
負
担
も
増
え
て
い
き
ま

す
。
祖
母
の
隣
で
寝
て
い
た
野
口
さ
ん
は
、

毎
晩
の
ト
イ
レ
へ
の
付
き
添
い
な
ど
身
の

回
り
の
世
話
が
多
く
な
り
、
勉
強
を
す
る

の
は
家
族
が
寝
静
ま
っ
た
朝
方
で
し
た
。

「
日
中
は
眠
く
て
授
業
中
寝
て
し
ま
っ
た

り
…
受
験
が
近
づ
く
に
つ
れ
て
成
績
が
落

ち
て
い
き
ま
し
た
。
体
調
を
崩
し
た
時
期

も
あ
り
ま
す
。
」

　
悩
み
を
周
り
に
話
す
こ
と
も
で
き
ず
、

家
に
こ
も
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、

と
当
時
を
振
り
返
る
野
口
さ
ん
。

「
家
族
関
係
が
あ
ま
り
良
く
な
く
、
父
は

ほ
と
ん
ど
介
護
に
関
わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

友
人
や
先
生
に
も
相
談
で
き
な
く
て
。
誰

を
頼
っ
て
い
い
か
分
か
ら
な
か
っ
た
ん
で

す
。
相
談
で
き
る
人
や
場
所
を
探
す
気
力

も
な
く
、
介
護
が
家
族
の
中
だ
け
で
全
部

終
わ
っ
て
い
る
よ
う
な
状
況
で
し
た
。
」

　
大
学
へ
進
学
す
る
も
の
の
、
体
調
が
戻

ら
ず
、
２
年
で
中
退
。
介
護
の
知
識
を
も

う
少
し
付
け
よ
う
と
、
ヘ
ル
パ
ー
の
資
格

を
取
得
し
、
介
護
施
設
で
働
き
始
め
ま
す
。

「
利
用
者
さ
ん
と
お
会
い
す
る
と
、
症
状

と
し
て
も
こ
ん
な
に
幅
広
い
方
が
い
ら
っ

し
ゃ
る
ん
だ
な
っ
て
。
あ
と
、
職
員
の
中

で
も
、
自
宅
で
介
護
し
な
が
ら
仕
事
で
も

介
護
し
て
い
る
方
に
お
会
い
し
て
、
自
分

の
祖
母
の
こ
と
も
話
し
た
り
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
」

　
そ
れ
ま
で
自
分
の
中
に
抱
え
て
い
た
も

の
を
話
す
こ
と
で
、「
胸
の
つ
か
え
が
と
れ

る
」
よ
う
な
思
い
だ
っ
た
と
、
野
口
さ
ん
は

話
し
ま
す
。
そ
の
後
、ケ
ア
を
学
ぶ
講
座
を

受
け
る
機
会
が
あ
り
、
そ
こ
で
初
め
て
「
ケ

ア
ラ
ー
」と
い
う
言
葉
に
出
会
い
ま
す
。

「
ケ
ア
ラ
ー
ズ
カ
フ
ェ
（
ケ
ア
ラ
ー
同
士

の
交
流
の
場
）
と
い
う
も
の
を
知
っ
て
、

そ
う
い
う
場
所
が
あ
る
ん
だ
っ
た
ら
自
分

も
行
き
た
い
し
、
自
分
で
作
れ
な
い
か
な
、

と
思
っ
て
。
」

　
野
口
さ
ん
が
オ
ン
ラ
イ
ン
サ
ロ
ン
を
開

く
最
初
の
き
っ
か
け
で
し
た
。

「
介
護
す
る
側
の
話
を
も
っ
と
聞
き
た
く

て
、
昨
年
か
ら
活
動
を
始
め
ま
し
た
。
」

　
野
口
さ
ん
が
開
催
す
る
サ
ロ
ン
に
は
、

草
加
市
外
の
方
や
県
外
の
方
も
参
加
し
て

お
り
、
ケ
ア
ラ
ー
・
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に

関
す
る
意
見
交
換
を
行
っ
て
い
ま
す
。

「
参
加
者
は
20
代
～
40
代
の
方
が
中
心
で
、

今
ケ
ア
を
し
て
い
る
方
も
い
れ
ば
、
ひ
と

段
落
し
て
ち
ょ
っ
と
話
が
し
た
い
、
と
い

う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
」

　
昨
今
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
が
社
会
問
題

に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
野
口
さ

ん
は
こ
う
話
し
ま
す
。

「
メ
デ
ィ
ア
に
出
て
い
る
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ

ー
の
ケ
ー
ス
っ
て
、
大
変
な
も
の
も
多
い

と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
『
私
が
や
っ
て

い
る
こ
と
は
、
大
し
た
も
の
で
は
な
い
の

か
も
…
』
っ
て
、
比
較
し
な
い
で
ほ
し
い
。

自
分
の
抱
え
る
問
題
に
悩
ん
で
い
る
人
っ

て
、
た
く
さ
ん
い
る
と
思
う
ん
で
す
。
」

　
一
人
で
抱
え
込
ま
な
い
で
─
。
ご
自

身
の
経
験
を
基
に
、
今
悩
ん
で
い
る
子
ど

も
た
ち
へ
、
野
口
さ
ん
は
優
し
く
そ
う
語

り
か
け
ま
し
た
。

「
体
力
を
使
い
果
た
し
て
し
ま
っ
て
、

　
遊
ぶ
気
力
も
な
い
…
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。」

「
気
持
ち
が
楽
に
な
る
と
い
う
か
、

　
し
ゃ
べ
っ
て
も
い
い
ん
だ
っ
て
。」

「
周
り
に
話
せ
る
人
が
い
た
ら
、

　
ど
ん
な
小
さ
な
こ
と
で
も
、
話
し
て
ほ
し
い
。」

ケアカフェ碧
り く

空
代表　野口由樹

毎月第２水曜日　21時～22時30分
オンライン開催（Zoom）、無料

－トークテーマの例－
▶  ケアのエピソード、当時考えてい

たこと
▶  皆さんが思うケアラー・ヤングケ

アラーってどういうもの？
▶  日常生活や体調に影響があったと

きのリフレッシュ方法　など

－11月９日に実施した様子－

　11月のケアカフェには、久喜市広
報担当も含め、元ヤングケアラーの
方や子どもの支援活動を行っている
方など、計８人が参加。各々の立場か
ら経験談を語ったり、子どもの支え方
について話し合い、ヤングケアラーと
いう問題に対する理解を深めました。

－野口さんからのメッセージ－
　今ケアをしている方も終わった方
も、心の中に抱える消化しきれない
ものってたくさんあると思います。
そういうものをみんなで話して、受
け止め合える場にできたらと思って
いるので、ぜひ気軽に遊びに来てく
ださい！

▲野口さんと祖母。
　 2015年、グループホーム

で祖母の誕生日を祝った。
（野口さん提供）

詳細はホームぺージを
ご覧ください▶
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県実態調査における
子どもの自由意見（抜粋）

　母が入院し重い病気だったため、毎
日往復２時間かけてお見舞いへ行
き、家事の６～７割を担っていまし
た。勉強への負担が大きかった
です。何か負担が減る支援があれ
ば安心だと思います。

障がい者の兄がいます。周りとは
少し違いますが、それでも頑張っ
て生きている兄を見

ると勇気がもらえます。
なので、今不安に思ってい
ることは特にありません。

本当に大変な人はできるだけ　
そっとしておいてほしいと思う。
学校でヤングケアラーのことを教え
るのは良いことだとは思うが、変に気
を遣われると息抜きの場である学校
までも失ってしまう。

自分がヤングケアラーという存在だったこと
を初めて知り、少し救われる気持ちでした。

ヤングケアラーの高校生の交流会をして悩み
を打ち明け相談し合いたい。

学校の先生とかに悩み相談しづらいから、相
談しやすいような雰囲気をつくってほしい。

負担がないとは言えませんが、何より弟が大
好きなので、ケアの不満は特にありません。

私の母が倒れた時、先生は私を気にしてくれ
ました。しかし、それがかえって「しっかり
やらなきゃ」というプレッシャーで、特別扱
いされるのがストレスだったので、そうい
う人たちへの関わり方を考えてほしい。

自分の将来が不安です。今、父をすぐに支え
られるのが自分と祖母だけなので、この先就職
や結婚など、どう行動すべきか全くわかりません。

子子どもたちのどもたちの声声をを聞聞く。く。私たちにできること。たちにできること。

　一口にヤングケアラーといっても、その実
態はさまざま。ケアが負担に感じている子も
いれば、特に不満はないという子もいます。
サポートしてほしいという子もいれば、そっ
としておいてほしいという子もいます。また、
そもそもどこからがヤングケアラーなのか線
引きが難しいと言われることもあります。し
かし、大切なのは、外から見た負担の多さだ
けで大人が判断するのではなく、「本人がど
う思っているか、何を求めているか」を理解
すること、本人の気持ちを尊重しながら、子
どもが孤立しないように見守り方を考えるこ
とではないでしょうか。皆さんは、子どもの
自由意見を見てどう感じますか。

県実態調査より　　　　　　 ※複数回答
「ヤングケアラーが望むサポート」
特にない

困ったときに相談できるスタッフや場所

信頼して見守ってくれる大人

宿題や勉強のサポート

被介護者の状況に関するわかりやすい説明

自由時間が増えるサポート

将来についての相談の場

代わりにケアを担ってくれる人

福祉サービスに関する情報

生徒や先生が理解を深める機会

他のヤングケアラーと話し合えること

サービスの人と会って会話

その他

38.2%

16.0%

14.5%

13.2%

12.2%

11.7%

11.1%

9.9%

7.8%

7.6%

6.8%

3.9%

1.5%

　
悩
ん
で
い
る
子
ど
も
を
支
援
す
る

た
め
に
、
私
た
ち
周
り
の
大
人
が
で

き
る
こ
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
市
内

で
も
ご
講
演
い
た
だ
い
た
、
澁
谷
智

子
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

─
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
気
付
く
た
め

に
持
つ
べ
き
意
識
は
。
　

　
例
え
ば
、
子
ど
も
が
宿
題
の
締
め

切
り
を
守
れ
な
か
っ
た
と
か
、
学
校

に
遅
刻
す
る
、
誘
っ
た
け
ど
来
れ
な

い
と
い
う
よ
う
な
時
に
、
そ
こ
に
何

か
背
景
が
あ
る
の
か
な
、
と
い
う
感

覚
は
よ
り
多
く
の
方
に
持
っ
て
ほ
し

い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
ま
ず
は

子
ど
も
の
話
を
よ
く
聞
い
て
ほ
し
い
。

そ
れ
か
ら
、
親
側
の
話
も
。
そ
の
家

庭
の
中
で
、
大
人
だ
け
で
は
回
ら
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
事
情
も
あ
る
と

思
い
ま
す
。
で
す
の
で
、
親
な
ど
周

り
の
大
人
を
責
め
る
こ
と
は
、
ヤ
ン

グ
ケ
ア
ラ
ー
を
追
い
込
む
こ
と
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
中
立
の
立
場

で
、
自
分
の
価
値
観
を
押
し
付
け
ず

に
話
を
聞
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

普
段
か
ら
顔
の
見
え
る

信
頼
関
係
を
作
る

─
子
ど
も
と
の
接
し
方
に
つ
い
て
。
　

　
子
ど
も
も
、
困
っ
て
い
る
か
ら
と

い
っ
て
、
す
ぐ
に
話
を
し
て
く
れ
る

わ
け
で
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
そ

の
子
が
「
話
し
て
も
い
い
な
」
っ
て

思
え
る
よ
う
な
信
頼
関
係
を
ま
ず
作

る
こ
と
。
ち
ょ
っ
と
気
に
掛
け
て
あ

げ
て
、
毎
日
お
は
よ
う
っ
て
ニ
コ
ッ

と
す
る
だ
け
で
も
違
う
と
思
い
ま
す

し
、
「
困
っ
た
と
き
は
こ
こ
に
来
て

い
い
ん
だ
よ
」
と
言
っ
た
り
と
か
。

他
に
も
、
例
え
ば
子
ど
も
食
堂
も
そ

う
で
す
が
、
地
域
の
つ
な
が
り
の
中

で
、
ち
ょ
っ
と
子
ど
も
が
喜
ぶ
よ
う

な
も
の
を
あ
げ
た
り
。
そ
う
い
う
普

段
か
ら
の
顔
の
見
え
る
関
係
性
の
積

み
重
ね
に
よ
っ
て
、
何
か
あ
っ
た
と

き
に
相
談
し
て
も
ら
え
る
よ
う
な
信

頼
関
係
が
作
ら
れ
て
い
く
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

子
ど
も
の
目
線
か
ら

必
要
な
支
援
を
考
え
る

─
中
に
は
特
別
扱
い
を
嫌
が
る
子
も
。

　
子
ど
も
の
た
め
に
何
か
し
た
い
、
と

い
う
気
持
ち
を
強
く
持
っ
て
い
た
だ

く
こ
と
は
す
ご
く
大
事
な
こ
と
で
す
が
、

そ
れ
が
子
ど
も
か
ら
見
た
時
に
ど
う
い

う
意
味
を
持
つ
の
か
。
助
け
た
い
と
い

う
気
持
ち
が
強
く
出
過
ぎ
て
、
子
ど
も

か
ら
す
る
と
そ
の
熱
さ
が
怖
い
、
と
い

う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
想
像
力
を

広
げ
な
い
と
、
気
持
ち
を
押
し
付
け
る

こ
と
に
な
っ
て
、
助
け
に
つ
な
が
ら
な

い
時
が
あ
り
ま
す
。
子
ど
も
や
家
庭
の

状
況
を
よ
く
見
て
、ど
れ
ぐ
ら
い
の
距

離
感
で
近
づ
く
の
か
。相
手
の
ニ
ー
ズ

を
把
握
す
る
た
め
に
も
、や
は
り
向
こ

う
か
ら
話
し
て
く
れ
る
よ
う
な
関
係
性

を
作
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

子
ど
も
に
選
択
肢
を

─
支
援
に
つ
な
げ
る
た
め
に
は
。
　

　
子
ど
も
が
「
そ
っ
か
、
そ
う
い
う
こ

と
も
で
き
る
ん
だ
」
と
思
え
る
よ
う
な

選
択
肢
を
、
子
ど
も
に
見
え
る
よ
う
に

用
意
し
て
あ
げ
る
の
が
、
大
人
の
役
割

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
は
困
っ

て
い
な
い
子
ど
も
で
も
、
状
況
が
変

わ
っ
て
き
た
と
き
に
、
相
談
で
き
る

よ
う
な
場
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知

っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
日
ご
ろ
か
ら

発
信
す
る
こ
と
も
大
事
で
す
ね
。

”

何か背景があるのかな、
という感覚はより多くの
方に持ってほしい。”

成蹊大学
文学部現代社会学科　教授

東京大学教養学部卒業後、ロ
ンドン大学ゴールドスミス校
大学院社会学部、東京大学
大学院総合文化研究科で学ぶ。
専門は社会学。日本における
ヤングケアラー研究の第一人者。

澁
し ぶ や

谷智
と も こ

子さん

▲�９月13日、栗橋南小学校で
児童向けにヤングケアラー
に関する講演（特９ページ
で紹介）を行った澁谷さん。

子
ど
も
に
寄
り
添
っ
て

丁
寧
に
話
を
聞
い
て
ほ
し
い
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条例制定の背景
　埼玉県は、75歳以上の
後期高齢者が全国でもト
ップクラスのスピードで
増加していき、介護を必
要とする方も増えること
が予想されています。介
護を必要とする方が増え
る＝ケアラーの方が増え
るということであるため、
その対応を加速させていく必要がありました。
　特にヤングケアラーは潜在化しやすいという
特徴があるため、支援計画の中で、その支援体
制の構築・強化を基本目標の１つとしています。
ケアラー月間（11月）のキャッチコピーは「誰
かを支えるあなたも支える。」お互い支え合っ
ていこうというのが、埼玉県の目指す姿です。

自分で考えて
寄り添ってもらう
　ヤングケアラーの子
たちは、普通に接して
もらいたいという子が
多いんです。まずはそ
ういうところをしっか
り理解してもらって、
周りの子どもたちが自
分で考えて寄り添って
いけるように、そして

先生たちも、必要な支援って何だろうという
目線を持って子どもたちと向き合ってもらう
ために、このサポートクラスを進めています。

　市内小・中学校では、ヤングケアラーに
対する正しい理解を促すため、授業で県の
ヤングケアラーハンドブック
を活用しています。また、学
校の先生は一番最初の窓口に
なる可能性が高いので、早期
に発見して支援につなげられ
るよう、各学校で研修を実施
しています。他にも、スクール
ソーシャルワーカー（※1）や
スクールカウンセラー（※２）
を配置するなど、子どもを多
方面からサポートしています。

ヤングケアラーに関するヤングケアラーに関する
県の取り組み（一例）県の取り組み（一例）

▶  民生委員・児童委員、子ども食堂
運営者等の研修

▶  教育・福祉部門の職員の合同研修
▶  児童・生徒向けハンドブック作成

（次ページで紹介）
▶ LINE相談窓口の設置（下記）

埼玉県埼玉県
ヤングケアラーヤングケアラー
チャンネルチャンネル

全
国
初

全
国
初
　
埼
玉
県
ケ
ア
ラ
ー
支
援
条
例

　
埼
玉
県
ケ
ア
ラ
ー
支
援
条
例

ヤ
ン
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
サ
ポ
ー
ト
ク
ラ
ス

グ
ケ
ア
ラ
ー
サ
ポ
ー
ト
ク
ラ
ス

市
内
小
・
中
学
校
の
サ
ポ
ー
ト
体
制

市
内
小
・
中
学
校
の
サ
ポ
ー
ト
体
制

　

埼
玉
埼
玉
県
で
は
、
令
和
２
年
３

月
31
日
、
全
国
初
の
ケ
ア
ラ
ー

支
援
に
関
す
る
条
例
と
し
て
、

「
埼
玉
県
ケ
ア
ラ
ー
支
援
条

例
」
を
施
行
し
ま
し
た
。
ケ
ア

ラ
ー
・
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
定

義
や
、
支
援
に
あ
た
っ
て
の
基

本
理
念
な
ど
を
掲
げ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
条
例
に
基
づ
き
、
令
和

３
年
３
月
に
は
「
埼
玉
県
ケ
ア

ラ
ー
支
援
計
画
」
を
策
定
。
広

報
啓
発
の
推
進
や
人
材
育
成
な

ど
５
つ
の
基
本
目
標
を
設
定
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
施
策
を
推
進
し
て

い
ま
す
。

　

埼
玉
埼
玉
県
教
育
委
員
会
で
は
、

教
職
員
や
児
童
・
生
徒
、
保
護

者
が
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
対
す

る
理
解
を
深
め
、
学
校
で
の
相

談
支
援
を
充
実
さ
せ
る
た
め
の

出
張
授
業
「
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー

サ
ポ
ー
ト
ク
ラ
ス
」
を
、
県
内

学
校
等
で
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
市
内
で
も
、栗
橋
南
小
学
校
で

８
月
31
日
に
教
職
員
向
け
の
研

修
会
、
９
月
13
日
に
は
澁
谷
智

子
さ
ん
を
お
招
き
し
、
小
学
生

向
け
の
授
業
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

埼玉県
地域包括ケア課

篠
しのはら

原啓
けいすけ

佑さん

埼玉県教育委員会
人権教育課

早
は や の

野裕
ひろゆき

之さん

久喜市教育委員会
指導課

千
ち ば

葉宏
ひ ろ み

美さん

　　　 埼玉県内のヤングケアラーおよびその保護者等
　　　※ 自分がヤングケアラーか分からない方も相談可
　　　月～金曜日 11時～20時
　　　（祝日、年末年始を除く）
　　　 左の２次元コード、またはLINEで
　　    「埼玉県ヤングケア

ラーチャンネル」
　　　と検索

教教育現場の今。育現場の今。

チャンネル運営団体

一般社団法人ヤングケアラー協会
代表理事　宮

みやざき

崎 成
せ い ご

悟さん

チャットボット機能チャットボット機能

体験談体験談

オンラインサロンオンラインサロン

チャット相談チャット相談

質問に答えることで
自分の状況を把握する

元ヤングケアラーの
体験談を読む

県のヤングケアラー
オンラインイベント
を確認する

 相談者は24時間365日
いつでもメッセージを
送ることができる

元ヤングケアラー。15歳の頃から
17年間難病の母のケアを担う。同
協会を設立し、ヤングケアラーに関
する厚生労働省の委員なども務める。

　９月20日の運用開始以降、中高生など、多くの
方にご利用いただいています。メッセージに対応す
るのは、私を含め、全員が元ヤングケアラーです。
大人とつながるための選択肢の１つとして、安心で
きる場所だと思ってもらえるように、今後オンライ
ンサロンで顔の見える関係を作ったり、子どもたち
が喜ぶような発信をしていきたいと考えています。

【主な機能】【主な機能】

対

返

登

象

信

録

埼埼玉県の取り組みを知る。玉県の取り組みを知る。

子どもにもわかりやす
く寸劇を取り入れ、元
ヤングケアラーの体験
談も紹介。児童からは
「もしそういう子がい
たら少しでも力になり
たい」と声があがりま
した。

※�１
スクールソーシャルワーカー
悩みを抱える子どもを取り
巻く環境へ働きかけたり、
関係機関等との連携・調整
を行う。

※�２
スクールカウンセラー
子どもの悩みを聞いて、
専門的な立場から子ども
または先生にアドバイス
をする心理士。

　埼玉県では、子どもの成長段階に合わ
せ、高校生編、中学生編、小学生編の3種
類を作成し、県内在学の児童・生徒、学

校教職員に配布しています。

児童・生徒、教職員向け教材児童・生徒、教職員向け教材
ヤングケアラーハンドブックヤングケアラーハンドブック

「「ヤングケアラーってなに？」ヤングケアラーってなに？」

６
年
学
年
主
任

野の
ま
ぐ
ち

間
口
由ゆ

み己
さ
ん

校
長

小こ
ぐ
れ暮
恵け

い
こ子

さ
ん

教職員のほか、市の児
童福祉担当職員なども
参加し、学校における
ヤングケアラーの早期
発見や支援・相談、関
係機関へのつなぎにつ
いてご説明いただきま
した。

当事者の子が声をあげられる環境を、周りの子
どもたちの声掛けによって作ってあげることが

大切だと学びました。成長の
過程で、その子にとって何が
大切で、何を必要としているの
かを考えながら、今後も子ども
たちを見守りたいと思います。

学校としてできることを探る、そのスタートと
なるような研修でした。「多様な他者を認め合

う」をキーワードに、今後も
関係機関と連携を取りながら、
保護者の方・地域の方ととも
に取り組みを進めてまいりま
す。

▲
条例や計画、
施策等の詳細
は、県ホーム
ページへ

▲教職員向け研修会▲教職員向け研修会

▲小学生向け授業▲小学生向け授業

－栗橋南小学校での学び－

ヤングケアラーサポートクラスで
何を感じましたか？
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地域のつながりがチカラに

久喜市役所　相談窓口

どこに相談すればいいかわからない…

私たちの周りで、子どもたちやその家族を支援するために
活動している人たちがいます。皆さんも、「「あの子大丈夫あの子大丈夫
かな？」かな？」という意識を持つことから始めてみませんか。

ヤングケアラーという切り口で
相談が寄せられることは現状ほ
ぼありませんが、他の問題で家
庭に入って、一歩引いて世帯全
体を見たときに、この子はヤン
グケアラーかも…という子に出
会います。少し意識して見てみ
ることが大切なんだと思います。

※11月16日現在の情報です。

さまざまな家庭の背景があるこ
とを理解し、気にかけて見守り、
相談を受けた時には傾聴に心が
けます。子どもたちには、夢を
諦めないでほしいです。まずは
私たちが正しい知識を広め、社
会全体で考えを分かち合いたい
と思います。

子どもの目線で、困っていることを一
緒に考えるようにしています。学校と
協力して、子どもが学び続けられる環
境をみんなで作っていきたいですね。
もっと私たちの存在を知ってもらって、
何かあったら連絡してみよう、一緒に
考えてくれる人がいるんだということ
を知ってほしいです。

子どもはもちろん、大人にとっ
ても、ここに来たら何か助けて
もらえるとか、何か落ち着くとか、
そういう居場所にしたいと思っ
ています。誰かを頼りたい、話し
たいと思ったら、いつでも気軽
に来てくだ
さいね。

市内子ども
食堂等一覧

日々、関係団体との情報交換に努
めています。あれっと思ったらつ
ないでほしいですね。そこからど
う支援するかは、よく検討する必
要がありますので、みんなで集ま
って協議しようよっていう体制づ
くりを、支援者側も意識しなけれ
ばいけないと考えています。

社会福祉協議会
「福祉なんでも相談」

☎24-0700
子子どものどもの孤立

を防ぐ孤立を防ぐ
。。

きっちん・こすもす（子ども食堂）

櫻
さくらい

井敬
け い こ

子さん

久喜市民生委員・児童委員協議会
児童福祉部会 部会長

原
はら

みよ子
こ

さん

久喜市社会福祉協議会

佐
さ と う

藤裕
ゆういち

一さん、望
もちづき

月彩
あ や み

美さん

久喜市教育委員会
スクールソーシャルワーカー

染
そ め や

谷和
か ず み

美さん、落
おちあい

合統
とういつ

一さん

▲�学習支援に限らず、子どもたちか
ら話を聞くことを大事にしている
支援員（同ネットワーク提供）

▲�10月22日、きっちん・
こすもすで開催された
子ども食堂

▲�市内全小・中学校の校長先生と定期
的に意見交換するスクールソーシャ
ルワーカー

内容により、関係部署と連携して対応します。

結
び
に

　
今
回
、
取
材
を
通
し
て
、
多
く
の

方
と
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
そ
れ
ぞ
れ
立
場
は
違
う
も
の
の
、

共
通
し
て
い
た
の
は
「
子
ど
も
を
支

え
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
。
ヤ
ン
グ

ケ
ア
ラ
ー
と
い
う
問
題
は
表
面
化
し

づ
ら
く
、
見
よ
う
と
し
な
け
れ
ば
見

え
て
こ
な
い
問
題
で
す
。
支
援
の
方

法
に
一
つ
の
正
解
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

地
域
全
体
で
少
し
で
も
意
識
を
変
え

る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
安
心
で
き
る

誰
か
が
増
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

今
悩
ん
で
い
る

　
　
　
　  

子
ど
も
た
ち
へ

　
あ
な
た
を
支
え
た
い
と
思
っ
て
い

る
大
人
は
、
必
ず
周
り
に
い
ま
す
。

つ
ら
い
と
き
や
困
っ
た
と
き
は
、
た

め
ら
わ
ず
に
誰
か
に
話
し
て
み
ま
せ

ん
か
。
子
ど
も
の
時
間
は
、
子
ど
も

だ
け
の
も
の
。
あ
な
た
の
か
け
が
え

の
な
い
時
間
を
、
あ
な
た
の
た
め
に

使
っ
て
く
だ
さ
い
。

子どもは１人ひとり状況や目
標が違うので、学習だけでな
く、その子全体を見ながら話
を聞き、個性を理解して接す
るように心がけています。環
境や生活に押しつぶされない
で、自分の可能性
を信じていてほ
しいと思います。

一般社団法人彩の国子ども・若者支援
ネットワーク（久喜市学習支援事業委託）

野
の も と

本陽
よ う ご

吾さん

上記のどこの課でも構いません、
まずはご相談ください！

▶ 高齢者のケアに関すること

　高齢者福祉課 地域包括支援係高齢者福祉課 地域包括支援係（内線3272～3276）（内線3272～3276）

▶ 障がい・難病のある方のケアに関すること

　　障がい者福祉課 自立支援第１・第２係障がい者福祉課 自立支援第１・第２係（内線3247～3259）（内線3247～3259）

 ▶ 保護者や幼いきょうだいのケアに関すること

　　子ども未来課 子ども・青少年係子ども未来課 子ども・青少年係（内線3288・3290・3482）（内線3288・3290・3482）
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