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松 本 市 教 育 委 員 会 



令和３年度第１０回定例松本市教育委員会付議案件 

 

 

［議案］ 

 第１号  教育に係る信州大学全学教育機構と松本市教育委員会との連携協力

に関する覚書の締結について 

第２号  令和４年度市立小中学校の授業日数について 

第３号  第３次松本市教育振興基本計画の策定について 

第４号  松本市美術館条例の一部を改正する条例の制定に伴う条例案及び松

本市美術館条例施行規則の一部を改正する規則の制定に伴う規則案に

対する教育委員会の意見について【非公開】 

 

［報告］ 

第１号  今後のコミュニティスクール事業のあり方検討について 

第２号  令和４年松本市成人式の開催結果について 

 

［周知］ 

  １   未来へつなぐ私たちのまちづくりの集い～第３７回公民館研究集会 

令和３年度地域づくり市民活動研究集会～の開催について 

  ２   松本市図書館インターネットサービスの一時停止について 

 

［その他］ 



 

 

 

議案第 １ 号 

 

教育に係る信州大学全学教育機構と松本市教育委員会との連携協力に関する 

  覚書の締結について 

 

１ 趣旨 

  信州大学との連携協定に基づき、信州大学全学教育機構と松本市教育委員会が教育に

関する連携協力の覚書を締結することについて協議するものです。 

 ※ 信州大学とは平成１７年６月１３日付で連携協定を締結 

 

２ 経過 

  Ｒ ３． ８．２３  信州大学全学教育機構から松本市教育文化センターにおける 

            教育に関する事業等について連携協力を進める提案 

       ９． ６  高野嘉寿彦信州大学全学教育機構長から連携協力に当たり信 

            州大学との包括連携協定に基づく覚書締結の提案 

 

３ 連携協力の目的 

  科学教育をはじめとする教育活動全般において相互に協力し、子どもや子どもの学び 

を支える大人（教職員を含む）が体験や探究を通じて学びを深めることや、人材の育成 

に寄与することを目的とします。 

 

４ 連携事項 

 ⑴ 科学教育をはじめとする教育活動全般の充実に関すること 

 ⑵ 科学教育をはじめとする教育活動全般の調査・研究に関すること 

 ⑶ 松本市教育文化センターの事業に関すること 

 ⑷ 教職員研修に関すること 

 ⑸ その他、必要と認める事項 

 

５ 覚書（案） 

  別紙１のとおり 

 

６ 今後の予定 

  次期開催の庁議において報告します。 

教育委員会資料 

４．１．２７ 

教育文化センター 

担当 教育政策課教育文化センター 

所長 加藤 政彦 

電話 ３２－７６００  

一人ひとりが、あたりまえのことをこつこつと続けて、かけがえのないいのち生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 



教育に係る信州大学全学教育機構と松本市教育委員会との連携協力に関する覚書（案） 

 

 信州大学全学教育機構と松本市教育委員会（以下「両機関」という。）は、平成１７年６

月１３日付けで締結した「信州大学と松本市との連携に関する協定書」に基づき、教育の分

野において相互に連携・協力し、事業及び研究等の充実や促進を図ることについて、以下の

とおり覚書を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 この覚書は、両機関の連携のもと、科学教育をはじめとする教育活動全般において 

相互に協力し、子どもや子どもの学びを支える大人（教職員を含む。）が体験や探究を通

じて学びを深めることや人材の育成に寄与することを目的とする。 

 

 （連携事項） 

第２条 両機関は、次に掲げる事項について連携し、協力する。 

⑴ 科学教育をはじめとする教育活動全般の充実に関すること。 

 ⑵ 科学教育をはじめとする教育活動全般の調査・研究に関すること。 

 ⑶ 松本市教育文化センターの事業に関すること。 

 ⑷ 教職員研修に関すること。 

 ⑸ その他、両機関が必要と認める事項 

 

 （個人情報の保護） 

第３条 両機関は、この覚書に基づく連携に当たり知り得た個人情報等の秘密事項について、 

 本書の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、第三者に開示又は漏洩してはならない。 

２ 前項の規定に関わらず、法令等に基づき行政機関等から当該個人情報の開示を求められ 

 た場合にあっては、両機関による協議の上、開示できるものとする。 

 

 （有効期間） 

第４条 この覚書は令和４年４月１日から発効し、有効期間は３年とする。ただし、期間満 

 了の１カ月前までに両機関から書面による別段の申出がなされないときは、この覚書は自 

 動的に更新されるものとする。 

 

 （協議事項） 

第５条 この覚書に定める事項について疑義が生じたとき、又はこの覚書に定めのない事項 

 について必要があるときは、両機関が協議して定める。 

 

 上記覚書の締結を証するため、本覚書２通を作成し、両機関記名押印の上、各自その１通

を保有する。 

 

   年  月  日 

  

信州大学全学教育機構     印       松本市教育委員会     印 

別紙１ 



 
 
 
議案第 ２ 号 

 

令和４年度市立小中学校の授業日数について 

 

１ 趣旨 

学校教育法施行令第２９条及び学習指導要領における規定に基づき、令和

４年度の市立小中学校の授業日数について、次のとおり設定するものです。 

 

２ 令和４年度市立小中学校の年間授業日数 

「２０５±２日」とします。 

 

３  年間授業日数設定に当たっての根拠及び留意点 

⑴   「学校教育法施行令」第２９条の規定において、公立学校の学期及び休業

日数は、教育委員会が定めることとされています。また「松本市立幼稚園、

小・中学校管理規則」第３条の２では、政令第２９条の規定による夏季、冬

季及び学年末等における休業日は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、校

長が定めることとされています。 

⑵   学校長は、学習指導要領における教育課程の履修時間に加え、クラブ活動

（小学校）、児童会・生徒会活動、入学式・卒業式、遠足、集団宿泊活動、

運動会、文化祭、ボランティア活動等、教育課程以外に必要な日数又は時数

を加味して休業日を決定します。 

⑶   「小学校学習指導要領」及び「中学校学習指導要領」においては、各教科、

特別の教科道徳、特別活動及び総合的な学習の時間の授業は、年間３５週以

上にわたって行うよう計画し、週当たりの授業時数が、児童の負担過重にな

らないようにすることとされています。 

⑷   災害や流行性疾患による学級閉鎖等の不測の事態により、年間の授業時

数が標準授業時数を下回らないよう配慮しています。 

⑸   令和３年度長野県の授業日数は 207 日以下の小学校が 96.8％（205 日以

下は 63.5％）、中学校が 96.7％（205 日以下は 70.9％）です。 

 

 

            （令和 3 年度長野県学校経営概要のまとめより）  

 

 

 

 

教育委員会資料 

４．1．27 

学校教育課 



 

 

４ 今後の予定 

設定した年間授業日数に基づき、各校が教育課程・年間指導計画を編成し、

教育委員会に提出することとします。 

 

５ その他 

令和４年度入学式は４月６日(水)、小学校卒業式は３月１６日(木)、中学校

卒業式は３月１５日(水)に、小中併設校卒業式はどちらかで行います。 

 

 

 

 

 
担当  

学校教育課  課 長 塚田 雅宏 

学校支援ｾﾝﾀｰ ｾﾝﾀｰ長 髙野 毅 

電話 ３３－４３９７ 



 

 

 

 

議案第 ３ 号 

 

第３次松本市教育振興基本計画の策定について 

 

１ 趣旨 

令和４年度に策定する第３次松本市教育振興基本計画（以下「第３次計画」とい

う。）について、松本市教育振興基本計画策定委員会（以下「策定委員会」という。）

で議論を重ね、計画案がまとまりましたので、内容について協議するものです。 

 

２ 策定委員会の開催経過 

  Ｒ３．２～Ｒ４．１  計９回開催 

 

３ 第３次計画案の主な構成 

 ⑴ 教育振興基本計画の位置付け等 

 ⑵ 第３次計画の特徴、体系図等 

 ⑶ 第３次計画の分野・方針別主要事業一覧等 

 

４ 第３次計画案 

  資料及び別冊のとおり 

 

５ 今後の予定 

  Ｒ４． ２月     庁議及び市議会経済文教委員協議会へ計画案を協議 

      ２月～３月  パブリックコメント実施 

      ３．２３   第１０回策定委員会で計画案を協議 

      ４．～    定例教育委員会で計画案を協議、庁議及び市議会経済

文教委員協議会で計画案を報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会資料 

４．１．２７ 

教育政策課 

担当 教育政策課 

課長 赤羽 志穂 

電話 ３３－３９８０ 

「学都松本」 

一人ひとりが、あたりまえのことをこつこつと続けて、かけがえのないいのち、生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう  



  

第３次 

松本市教育振興基本計画（案） 
２０２２～２０２６ 

 

令和４年  月 

松本市・松本市教育委員会 

資 料 
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第１章 教育振興基本計画とは 

１ 教育振興基本計画とは 

  教育基本法第１７条第２項に基づく地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画をいいます。 

   

２  計画の位置付け 

   地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の３に基づき、市長が、地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合

的な施策として、令和４年２月に新たに教育大綱を定めました。 

   第２次教育振興基本計画の策定から５年が経過し、教育を取り巻く環境が目まぐるしく変化する状況の中、これからの本市の教育

の目指す姿を見据え、教育大綱と整合を図りながら、新たな計画として第 3次教育振興基本計画を策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の期間 

計画期間は、２０２２年（令和４年）から２０２６年（令和８年）までの５年間とします。 

＜国及び県＞               ＜松本市の最上位計画＞ 

【教育の振興のための施策に関する基本的な計画】 

松本市教育振興基本計画 

教育基本法 

国・県の教育振興基本計画 

参 酌 

松本市総合計画 

＜基本構想 2030・第 11次基本計画＞ 

 分野 1：こども・若者・教育 

分野 3：住民自治・共生 

整 合 

【首長が定める教育・学術・文化に関する

総合的な目標や根本となる方針】 

松本市教育大綱 
（総合教育会議で市長と教育委員が協議） 

整 合 

分野 7：文化・観光 

分野 4：環境・エネルギー 
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第２章 教育大綱「子どもが主人公 学都松本のシンカ」

 

 

 

 

 

 

 

調整中 
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 コラム                                         

【学びの前提となる人権保障】 

右の図は、教育振興基本計画策定委員会において、人権保 

障について議論したイメージ図です。 

まずは、すべての人が自分らしく生きていける権利が保障 

されたうえで、多様な人々が互いを認め合い、尊重し合うこ 

とが大前提となる。そして、自ら主体性を持ってさまざまな 

学びを通して、自分の力を充たしていく。そうした学びから 

創造性が生まれ、さらにチャレンジしていくことにつながる。 

こうしたことを、各分野の各論の議論に入る前に、大切に 

したい視点の一つとして共有し、委員会で意見交換を行いま 

した。 

 

第３章 第３次教育振興基本計画の策定にあたって 

 

１ 「子どもの育ちと市民の学びを支える学都松本」 

 

 

 

 

 

 

 

    

学びとは、人が自分らしく生きていくための権利です。 

そして、学びを大切にする大前提として、一人ひとりのいのちの尊厳が守られなければなりません。 

松本市は子どもの権利条例を制定し、「子どもにやさしいまち」を目指しています。 

大人は、子どもの声に耳を傾け、その思いや気持ちを受け止め、健やかな育ちと豊かな学びを支えていく。

そして、子どもも大人も、生涯を通じて学び続け、ともに成長し、自分らしく生きていくことを叶えていきます。    

※ 学びと人権保障のイメージ図 
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２ 第３次計画の特徴 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3次教育振興基本計画では、以下の構想を具体化すべく、計画を推進します。 

 

 

⑴ 組織を横断する複合的な体系 

第３次計画では、組織横断的に各種事業を推進していく

ことが重要であると考えました。そこで、一つの事業に複

数の担当課が相互に関わり、連携・協働しながら取り組む

姿勢を、複合的な体系図として示すこととしました。 

⑵ 遊びや体験の重視 

自分の興味・関心や好奇心に応じて夢中になって遊ぶこ

とや他者とのコミュニケーションによって心を動かされた

りすることなど、さまざまな経験の積み重ねが、もっと学

びたいという意欲を喚起し、主体性・創造性・多様性を育

む資質や能力の育成につながっていきます。そこで、第３

次計画では、すべての事業を、遊びや体験の要素を意識し

て推進していくこととしました。   

※ 遊びの定義（広義の）    

 

 遊びや体験を大切にした生涯を通じた学びを保障する「松本まるごと学都構想」  



 
6 

     

遊びや体験を大切にした 

生涯を通じた学びを保障する 

「松本まるごと学都構想」 

 

３ 第３次計画の体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

遊びや体験 

関係 
づくり 

体 
づくり 

地域 
づくり 

❶ 子育て 

❷ 教育 

❸ 人権共生 

❹ 社会教育 

❺ 自然 

❻ 食 

❼ スポーツ 

❽ 地域 

❾ 文化芸術・歴史 

［ 分野 ］ ［ 方針 ］ 

１ 子育て支援の充実 
２ 乳幼児期の遊びと学びの充実 
３ 子どもの居場所づくりの推進 

１ 学童期の遊びと学びの充実 
２ 青年期の遊びと学びの充実 
３ 教職員研修の充実と働き方改革の推進 
４ 多様な遊びと学びの機会の保障 
５ 子ども関係施設等の整備・充実 

１ 子どもの権利保障と環境づくりの推進 
２ 互いを認め合い学び合う教育の推進 
３ 特別支援教育の充実 

１ 社会教育活動の充実 
２ リカレント教育の充実 
３ 地域の情報拠点としての図書館機能の充実 
４ 平和祈念事業の推進 
５ 社会教育関係施設等の整備・充実 

１ 環境教育活動の推進 

１ 学校給食の充実 
２ 食育の推進 

１ 市民皆スポーツの推進 
２  
３ スポーツ団体・リーダーの育成の推進 
４ スポーツ施設等の整備・充実 

１ 放課後の子どもの居場所づくりの推進 
２ 学校・家庭・地域の連携・協働の推進 
３ 地域づくりの推進 

１ 文化芸術・歴史の魅力の発信 
２ 文化遺産の保存と活用 
３ 表現・学習・交流・鑑賞の場づくりの推進 

      

多様性 

創造性 

主体性 
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第４章 第３次教育振興基本計画 

 

     別冊参照 
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資料 

１ 松本市の教育に関するアンケート調査結果の概要 

   

 

２ 国、県の動向 

 

 

３ 松本市の現状 

 

 

４ 第３次計画の策定経過など 

   （委員名簿） 

 

５ 関連計画 

 ⑴ 子育て 

  ・松本市子どもにやさしいまちづくり推進計画 

  ・松本市子ども・子育て支援事業計画 

⑵ 教育 

  ・松本市学校教育情報化推進計画 

  ・松本市子どもの未来応援指針 

 ⑶ 人権共生 

  ・松本市男女共同参画計画・女性活躍推進計画 

  ・松本市多文化共生推進プラン 

 ⑷ 社会教育 

  ・学都松本子ども読書活動推進計画 

  ・松本まるごと博物館構想 

 

 ⑸ 自然 

    ・松本市環境基本計画 

    ・松本市食品ロス削減推進計画 

   ⑹ 食 

    ・松本市食育推進計画 

    ・松本市地産地消推進計画 

   ⑺ スポーツ 

    ・松本市スポーツ推進計画 

    ・松本市個別施設計画 

   ⑻ 地域 

    ・松本市地域づくり実行計画 

    ・松本市地域福祉計画 

   ⑼ 文化芸術・歴史 

    ・松本市文化芸術推進基本計画 

    ・松本市文化財保存活用地域計画 

アンケートまとめ（別冊）をＱＲで案内（アドレスクリック） 

国、県のＨＰをＱＲで案内（アドレスクリック） 

松本市教育要覧をＱＲで案内（アドレスクリック） 



 

 

第４章 第３次教育振興基本計画 

教育振興基本計画の見方 

  

社会情勢や市民ニーズを踏まえて「現状と課題」を概括

して記載しています。 

今後５年間の計画期間で特に重点を置く「施策の方向

性」を記載しています。 

この計画は、各分野の方針ごと【現状と課題】【施策の方向性】【主要事業一覧】の３つで構成されています。 

急速に変化する社会情勢や、多様化する市民ニーズ（アンケート調査結果など）を踏まえて【現状と課題】を概括し、今後５年間の計画期間で特に重点的に取

り組む【施策の方向性】を記載しています。また、【主要事業一覧】は、この【施策の方向性】に関連する既存（令和３年度）の事業を一覧で掲載しています。 



 

 

 

施策の方向性を実現するために、令和３年度に実施して

いる主要事業や取組みの概要を記載しています。 



別冊 
 

第４章 第３次教育振興基本計画 

 

分野１ 子育て ◎ 

方針１ 子育て支援の充実  

【現状と課題】 

○少子化が進行する中で、子育てを家庭だけの問題とせずに、地域社会

全体で支えていくことができる仕組みづくりが必要となっています。 

○核家族化や地域のつながりの希薄化により、出産・子育てに対す

る不安感や負担感が増し、孤立する家庭が増加しています。 

○子どもが家庭外で自由に遊ぶことができる場や多様な人と接する

機会が少なくなり、多様な遊びや体験をできる機会を増やしてい

くことが求められています。 

○特別な支援が必要な子どもが増加する中、子どもと保護者に対し

て切れ目のないきめ細かな支援を行っていくことが必要となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向性】 

○家庭・学校・地域や関係機関・団体等が連携して、地域社会全体で

子どもたちを見守り育てる意識を高めていく取組みを推進します。 

○妊娠・出産から子育て期に関する保護者の不安や悩みを相談でき

る体制を整備したり、子どもの成長・発達段階に応じた保護者の

学びや交流の機会を設けたりします。 

○子どもたちが地域住民との交流を通して、多様な価値観に触れる

機会を創出します。 

○発達障がいと診断された子ども等と保護者のための相談体制の強

化、子どもにかかわる園や学校に対する支援体制の強化、医療・療

育・福祉の関係機関との連携・協働体制の強化を通して、学齢期以

降の社会的自立に向けた支援の充実に取り組みます。 

○いじめや不登校、ひきこもりなどへの対応として、学校における

支援体制の整備、外部機関との連携・協働体制の強化、人的配置の

充実を図り、子どもや保護者に対して切れ目のないきめ細かな支

援を行います。 

 

 



 

【１－１ 主要事業一覧】                      

№ 事業名 事業概要 担当課 

１ 

子
育
て 

２ 

教 

育 

３ 

人
権
共
生 

４ 

社
会
教
育 

５ 

自 

然 

６ 

食 

７ 

ス
ポ
ー
ツ 

８ 
地 

域 

 
 

文
化
芸
術 

 
 

・
歴
史 

１ 子育て支援事業の推進 
子育ての悩みを共有するなど、親子の交流や学びを通した

子育て支援を推進する事業 

生涯学習課・

中央公民館 
◎ ○ 〇 〇  ○  ○  

２ 妊娠期の支援動画配信 
妊娠期から母性・父性を育み、子育て不安を軽減するために

情報提供を行う事業 
健康づくり課 ◎         

３ 育児学級 
乳幼児期の成長発達における適切な情報提供と育児支援を

行う事業 
健康づくり課 ◎         

４ 
多言語版母子健康手

帳の発行 

英語・中国語・韓国語・タイ語・ポルトガル語・スペイン語・

タガログ語・インドネシア語の 8 カ国語の母子健康手帳を

交付する事業 

健康づくり課 ◎         

５ 育児相談 

保健センター、各支所・出張所での面接、電話やオンライン

で、保護者の子育てに関する不安や悩みなどの相談を行う

事業 

健康づくり課 ◎         

６ 子育て支援講座 

小児（救急）医療にかかわる子育て支援講座等（「子どもが

急病になったときの対応法」、「上手な病院のかかり方」な

ど）を開催する事業 

福祉政策課 ◎         

７ あるぷキッズ支援事業 

発達障がいと診断された子ども等と保護者に対する相談事

業、園や学校への巡回支援、あるぷキッズサポート手帳の配

付等の支援を行う事業 

こども福祉課 ◎ 〇 ◎       

８ 
子ども子育て安心ル

ーム事業 

妊娠・出産から子育て期の切れ目のないきめ細かな子育て

支援を行うために、こどもプラザ（筑摩、小宮、南郷、波田）

への「子ども子育て安心ルーム」の設置、子育てコンシェル

ジュの配置、母子保健コーディネーターによる子育て相談・

支援を行う事業 

こども育成課 ◎ 〇 〇 〇      

９ 留守家庭対策事業 
民間（12 の学童クラブ）が実施している放課後児童健全育

成事業に対する補助事業 
こども育成課 ◎ 〇 〇 〇  〇  〇  

10 
児童館・児童センタ

ー整備事業 

地域の子どもたちの遊びの拠点や放課後児童健全育成事業

の実施場所を整備する事業 
こども育成課 ◎ ◎ 〇 〇  〇  ◎  

◎：各分野の一覧に主要事業として事業名が掲載されているもの 

〇：各分野の一覧に事業名は掲載していないが、その分野に関連があるもの 

９ 



 

№ 事業名 事業概要 担当課 

１ 

子
育
て 

２ 

教 

育 

３ 

人
権
共
生 

４ 

社
会
教
育 

５ 

自 

然 

６ 

食 

７ 

ス
ポ
ー
ツ 

８ 

地 
域 

 
 

文
化
芸
術 

 
 

・
歴
史 

11 児童館管理運営事業 

18 歳までの子どもに健全な遊びの場を提供するために、市

内 26 児童館・児童センターが留守家庭児童対策である「放

課後児童健全育成事業」や未就園児とその保護者のための

「つどいの広場事業」を実施する事業 

こども育成課 ◎ ◎ 〇 〇  〇  ◎  

 

  

９ 



 

 

分野１ 子育て 

方針２ 乳幼児期の遊びと学びの充実  

【現状と課題】 

○就労形態の多様化等に伴う保育需要の高まりを受けて、待機児童対

策として「保育の量」を確保し、多様な保育サービスを提供していく

こととともに、「保育の質」も同時に保障していくことが求められて

います。 

○保育園・認定こども園・幼稚園等で行ってきた発達段階に応じた

育ちの支援について、就学後も連続・一貫した視点で支えていく

ことが必要となっています。 

○学力向上だけでなく、意欲、粘り強さ、コミュニケーション能力等

の非認知的能力を高めていくことが重要とされています。 

 

 

 

 

 

【施策の方向性】 

○保育・幼児教育の質の向上とともに、延長保育、障がい児保育、一

時預かり、訪問看護事業（医療的ケア児）など、多様なニーズに応

じた保育サービスを提供できる環境を整備します。 

○幼児期と学童期の教育活動を子どもの発達や学びの連続性・一貫

性の視点から捉え直し、幼児期の教育と小学校教育の接続の強化

を図ります。 

○一人ひとりの子どもの発達に応じて、個性や能力を伸ばす遊びや

体験の機会を創出します。 

 

 

 

 
  

※医療的ケア児…日常生活を営むために医療的ケアが必要な子ども 

 

 

 

 

 

 

 



 

【１－２ 主要事業一覧】 

№ 事業名 事業概要 担当課 

１ 

子
育
て 

２ 

教 

育 

３ 

人
権
共
生 

４ 

社
会
教
育 

５ 

自 

然 

６ 

食 

７ 

ス
ポ
ー
ツ 

８ 
地 

域 

 
 

文
化
芸
術 

 
 

・
歴
史 

１ 
ブックスタート事業 乳児を持つ親が読み聞かせを通して楽しいひとときをもっ

てもらうために、10 カ月乳幼児健診時に絵本と絵本リスト

を贈る事業 

中央図書館 ◎   ◎      

２ 
セカンドブック事業 親子で絵本を楽しむ時間を通して子どもの心と言葉を豊か

にしてもらうために、３歳児健診時に絵本と絵本リストを

贈る事業 

中央図書館 ◎   ◎      

３ 
おはなし会の開催 中央図書館や各分館で子どもの年齢に応じた絵本や紙芝居

などによる「おはなし会」を開催し、子どもたちや保護者に

楽しい本の世界を紹介する事業 

中央図書館 ◎   ◎      

４ 
公立保育園・幼稚園

の運営管理 

すべての子どもの最善の利益を保障し、子ども・子育て家庭

を地域社会全体で支援するために、家庭状況に応じた保育

や幼児教育を提供する事業 

保育課 ◎ 〇        

５ 
私立保育園・認定こ

ども園・幼稚園等に

対する指導・助成 

私立園の適正な運営の確保を目的として、指導監査する事

業。経営の安定化、児童処遇の均衡、幼稚園教育の振興及び

教育の充実を図るために各種助成金を交付する事業 

保育課 ◎         

６ 
特別保育の充実 延長保育、障がい児保育、一時預かり、訪問看護事業（医療

的ケア児）、乳幼児情操教育事業、食育、アレルギー対応食

の提供等の保育サービスを提供する事業 

保育課 ◎  〇   〇    

７ 
保育サポーター配置

事業 

高齢者が保育サポーターとして園児の遊び相手になること

で、子どもの情緒の安定性や自主性の発達等を促し、思いや

る気持ちや優しい心を育むことを目的とした事業 

保育課 ◎   〇    〇  

８ 
保育園・幼稚園施設

整備事業 

人口動態や社会動態に基づき、老朽化した施設・設備の計画

的な改修・改築を行う事業 保育課 ◎         

９ 

保育士等の研修 子どもの好奇心や興味を大切にした遊びや体験の機会を、

一人ひとりの個性に応じて提供する保育・幼児教育の質の

向上のため、保育士等の実務者研修や園長のマネジメント

研修を実施する事業 

保育課 ◎ ○        

  

◎：各分野の一覧に主要事業として事業名が掲載されているもの 

〇：各分野の一覧に事業名は掲載していないが、その分野に関連があるもの 

９ 
 



 

 

分野１ 子育て 

方針３ 子どもの居場所づくりの推進  

【現状と課題】 

○共働き世帯の増加や就労形態の多様化に伴い、子どもが放課後や長

期休業日に家庭で生活・学習習慣を身に付けることが困難な状況と

なっています。 

○家庭の経済状況や養育環境により、学校外での子どもの学びや体

験の機会に格差が生じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向性】 

○家庭・学校・地域や関係機関・団体などが連携・協働して、地域社

会全体で子どもたちを見守り育てる意識を高めていく取組みを推

進します。 

○子どもが気軽に相談できる相談窓口の充実と、遊びや体験、安心

して活動ができるための居場所づくりを推進します。 

○生まれ育った環境にかかわらず、すべての子どもに対して学びや

遊び・体験の機会を保障する仕組みづくりに取り組みます。 

○いじめや不登校、ひきこもりなどへの対応として、学校における

支援体制の整備、外部機関との連携・協働体制の強化、人的配置の

充実を図り、子どもや保護者に対してきめ細かな支援を行います。 

○学校、地域、専門家、民間団体等の連携・協働を通して、子どもの

権利侵害に対する支援・協力体制を充実させ、相談窓口の充実や

学ぶ場や居場所づくりなどを総合的に推進します。 

○子どもが身近な場所で食事の提供や学習の支援が受けられるよう、

居場所づくりや支援人材の育成・確保に取り組みます。 

 

 
 
 



 

【１－３ 主要事業一覧】 

№ 事業名 事業概要 担当課 

１ 

子
育
て 

２ 

教 

育 

３ 

人
権
共
生 

４ 

社
会
教
育 

５ 

自 

然 

６ 

食 

７ 

ス
ポ
ー
ツ 

８ 
地 

域 

 
 

文
化
芸
術 

 
 

・
歴
史 

１ 
子どもの未来応援事

業 

子どもの孤食や欠食を防ぎ学習支援や保護者支援を行うこ

とで地域の中に子どもの健康と安全を守る居場所づくりを

促進する事業 

こども福祉課 ◎   〇  〇  〇  

２ 留守家庭対策事業 
民間（12 の学童クラブ）が実施している「放課後児童健全

育成事業」に対する補助事業 こども育成課 ◎ 〇 〇 〇  〇  〇  

３ 
児童館・児童センタ

ー整備事業 

地域の児童の遊びの拠点や放課後児童健全育成事業の実施

場所を整備する事業 こども育成課 ◎ ◎ 〇 〇  〇  ◎  

４ 児童館管理運営事業 

市内 26 児童館・児童センターで、18 歳までの子どもに健全

な遊びの場を提供することを目的として、留守家庭児童対

策である「放課後児童健全育成事業」や未就園児とその保護

者のための「つどいの広場事業」を実施する事業 

こども育成課 ◎ ◎ 〇 〇  〇  ◎  

５ 
子どもの権利相談

室「こころの鈴」運

営事業 

子どもの権利擁護に必要な支援を行うために、子どもの権

利相談室「こころの鈴」が子どもの悩みや苦しみを受け止

め、共に解決していくことを目指す事業 

こども育成課 ◎  ◎       

６ 
子どもの支援・相談

スペース「はぐルッ

ポ」運営事業 

様々な事情で学校に通うことができない子どもや悩みを抱

えている子どものための居場所を提供し、一人ひとりの思

いに寄り添いながら、生活支援・学習支援・保護者支援を行

う事業 

こども育成課 ◎ ◎ ◎     ◎  

 

  

◎：各分野の一覧に主要事業として事業名が掲載されているもの 

〇：各分野の一覧に事業名は掲載していないが、その分野に関連があるもの 

９ 



 

 

分野２ 教育 

方針１ 学童期の遊びと学びの充実  

【現状と課題】 

○Society5.0 時代の到来により、急激に変化する社会を生きていく

子どもたちには、自分の良さや可能性を認識するとともに、あら

ゆる他者を価値ある存在として尊重し、多様な人々と協働しなが

ら、持続可能な社会の創り手となることが期待されています。 

○家族のあり方やライフスタイル・価値観の多様化により、地域社

会のつながりの希薄化が進行しているという指摘がなされていま

す。 

○学校では、ＧＩＧＡスクール構想に基づき、１人１台端末配備と

ともに、ＩＣＴ環境の整備やＩＣＴ支援員の配置により教育の情

報化やＩＣＴ活用能力の向上に取り組んでいます。今後は、個別

最適な学びと協働的な学びを実現する基盤的なツールとして、こ

れまでの学びの実践とＩＣＴ活用を組み合わせ、教育の質の向上

につなげていくことが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向性】 

○一人ひとりの興味や関心を踏まえ、個に応じた学びを深める機会

を提供し、子どもたちの可能性を引き出す支援の充実を図ります。  

○子どもたちが日常生活や社会に目を向け、問題を解決する力や探

究する力を育んでいくために、主体的・対話的で深い学びの実現

を図ります。 

○生まれ育った環境にかかわらず、すべての子どもに対して適切な

教育の機会を保障していく仕組みづくりを推進します。 

○予測困難な時代を生きていく土台となり、生涯を通した学びを支

える力である非認知的能力（やり抜く力、誠実さ、責任感、好奇

心、学習・労働意欲、自信、協調性など）を育むために、多様な体

験の機会を提供します。 

○学校を取り巻く課題が複雑化・多様化する中で、教職員が子ども

たちと向き合う時間的・心理的余裕を生み出せるよう、学校にお

ける働き方改革を推進し、学校業務の適正化を図ります。 

○子どもの学びの伴走者として、教職員の資質・能力の向上を図る

教職員研修の充実を図ります。 

○子どもたちが自由な発想で１人１台端末を学びの道具として活用

するなど、新たな学びの学習環境の整備を進めるとともに、教員

が授業でＩＣＴを効果的に活用できるよう研修の充実を図ります。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向性】 

○家庭・学校・地域が、ともに育てたい子どもの姿を共有し、一体と

なって子どもたちの成長を支える仕組みづくりを進めます。また、

地域の人的・物的資源を柔軟に活用することで、魅力ある学校づ

くりを推進します。 

〇子どもたちの育ちや学びを地域社会全体で支えていくために、家

庭・学校・地域がともに育てたい子どものビジョンを共有し、保護

者や地域住民が学校運営に参画する「地域とともにある学校づく

り」を推進します。また、地域の人的・物的資源や特性を柔軟に活

用することで、魅力ある学校づくりを推進します。 

○幼児期と学童期の教育活動を子どもの発達や学びの連続性・一貫

性の視点から捉え直し、幼児期の教育と小学校教育の接続の強化

を図ります。  

○家庭・学校・地域との連携・協働を通して、子どもたちに対して体

を動かすことの大切さや楽しさを、体づくりや健康促進、食育な

どの観点と結び付けながら伝えるなど、子どもたちの運動機会の

確保と充実を図ります。 
〇持続可能な社会の創り手である子どもや若者が、ＳＤＧｓについ

て必要な知識を身に付け、主体的に関わっていけるよう身近な学

校、地域、家庭など様々な場で学ぶ機会を創出します。 

 
 
 
 
  

※Society5.0 時代…サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社

会（Society）。 

※ＧＩＧＡスクール構想…１人１台端末及び高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備するとともに、並行してクラウド活用推進、ICT 機器の整備調達体制の構築、利活

用優良事例の普及、利活用の PDCA サイクル徹底等を進めることで、多様な子供たちを誰一人取り残すことのない、公正に個別最適化された学びを全国の学校現場で持続的

に実現させる構想。 

※ＳＤＧｓ…「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称で、貧困、不平等・格差、気候変動による影響など、世界のさまざまな問題を根本的に解決

し、すべての人たちにとってより良い世界をつくるために設定された世界共通の１７の目標と、それらを達成するための具体的な１６９のターゲットで構成され、２０１６

年から２０３０年までの１５年間で達成することを目指しているもの 



 

【２－１ 主要事業一覧】 
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１ 
交通安全教室事業

（子ども向け） 

幼児（保育園・幼稚園等）や保護者を対象とした交通安全教

室や啓発活動を行う事業 自転車推進課 〇 ◎        

２ 
まつもとっ子元気ア

ップ事業 

不登校児童生徒に対する適応指導や相談支援の充実を図る

ために、「元気Ｕｐ教育相談事業」の取組みを推進する事業 学校教育課 〇 ◎     〇   

３ 
小学生自転車運転免

許証交付事業 

小学校 4 年生を対象に、正しい自転車の乗り方や法規等の

基礎知識を習得し、交通安全意識の高揚を図る事業 自転車推進課  ◎        

４ 
バスの乗り方教室・

電車の乗り方教室事

業 

環境にやさしい公共交通の大切さを小学生に学んでもらう

ことで、公共交通利用への意識を高める事業 公共交通課  ◎        

５ 学都松本推進事業 

学都松本の推進を図るために協議会を設置し、学都松本フ

ォーラムの開催や学習活動に取り組む仕組みづくりを進め

る事業 

教育政策課 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

６ 
エイズ・性感染症予

防普及啓発事業 

学校・企業・地域における性感染症（エイズ、HIV 等）の正

しい知識の普及啓発と予防活動を行う事業 健康づくり課  ◎ 〇 〇    〇  

７ 
学校の魅力化を推進

する取組み 

多様な学びのあり方の検討を通して、地域の物的・人的資源

や特性を生かした魅力ある学校づくりを推進していく取組

み 

教育政策課 〇 ◎ 〇     ◎  

８ 
中学生職場体験の

受入れ事業 

中学生の職場体験として受け入れ、学芸員の仕事を体験し

てもらうなど、博物館に親しみ、学芸員としてのキャリアを

伝えていく事業 

博物館  ◎  〇     〇 

９ 
メディアリテラシ

ー教育事業 

市内小中学校の児童生徒や保護者を対象に、インターネッ

ト・スマートフォン等の適切な使い方やルールづくりにつ

いて学ぶ講座を開催する事業 

こども育成課 〇 ◎ ◎ 〇      

10 
青少年薬物乱用防

止事業 

市内小中学校の児童生徒を対象に、酒やたばこの害、薬物乱

用の恐ろしさ、薬全般の正しい知識等を学ぶための講座を

開催する事業 

こども育成課 〇 ◎        

◎：各分野の一覧に主要事業として事業名が掲載されているもの 

〇：各分野の一覧に事業名は掲載していないが、その分野に関連があるもの 
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11 
まちかど保健室運営

事業 

心や体、性に不安を抱える中高生や保護者などが気軽に相

談できる場所としてまちかど保健室を運用し、青少年支援

の充実を図る事業 

こども育成課 〇 ◎ ◎     ○  

12 
青少年相談窓口設

置事業 

青少年の様々な問題（不登校、いじめ、非行等）で悩む保護

者や子どもを対象に、相談員による電話相談・面接を行う事

業 

こども育成課 〇 ◎ ◎       
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分野２ 教育 

方針２ 青年期の遊びと学びの充実  

【現状と課題】 

○高校生や大学生等の学生や単身で居住・就業する若者世代が、学校や

仕事場以外の学習や交流の場が少なく、多様な人や社会とつながる

機会が減少しています。 

○特に、義務教育課程終了後のひきこもりの若者に対する支援が十

分でないと、当事者や家族が孤立してしまう傾向があることから、

切れ目のない支援を行っていくことが必要となっています。 

○義務教育課程修了後の個別の状況に応じた学び直しの機会が十分

に保障されていない状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向性】 

○家庭・学校・地域が連携・協働して、高校生や大学生等が多様な人

や社会とつながるよう、交流や活動ができる場や機会を創出しま

す。 

○若者を地域や社会とつなぐ場や機会を創出します。 

○学校を卒業し、企業に就職するキャリアだけでなく「手に職を持

つ」「自立して起業する」など、多様な価値観や自立して生きてい

くことの意味を考えていく場や機会を創出します。 

○幼児・児童の活動に中高校生や年齢の近い若者が伴走者として関

わることで、多様な年齢層が交流し、仲間づくりができる場や機

会を創出します。 

○義務教育課程終了後の学び直しを望む声を受け止め、生涯を通し

た学びを保障する仕組みづくりを検討します。 

〇持続可能な社会の創り手である子どもや若者が、ＳＤＧｓについ

て必要な知識を身に付け、主体的に関わっていけるよう身近な学

校、地域、家庭など様々な場で学ぶ機会を創出します。 

 

 

 

 

※ＳＤＧｓ…「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称で、貧困、不平等・格差、気候変動による影響など、世界のさまざまな問題を根本的に解決

し、すべての人たちにとってより良い世界をつくるために設定された世界共通の１７の目標と、それらを達成するための具体的な１６９のターゲットで構成され、２０１６

年から２０３０年までの１５年間で達成することを目指しているもの 

 



 

【２－２ 主要事業一覧】 

№ 事業名 事業概要 担当課 
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１ 
まちかど保健室運営

事業 

心や体、性に不安を抱える中高生や保護者などが気軽に相

談できる場所としてまちかど保健室を運用し、青少年支援

の充実を図る事業 

こども育成課 〇 ◎ ◎     ○  

２ 私立学校補助事業 
私立高等学校の奨学と振興を図る事業 

学校教育課  ◎        

３ 
松本市育英資金奨

学金事業 

意欲と能力がある学生が、経済的理由により進学を断念す

ることがないよう、奨学資金を貸与する事業 学校教育課  ◎        

４ 
青少年相談窓口設

置事業 

青少年の様々な問題（不登校、いじめ、非行等）で悩む保護

者や子どもを対象に、相談員による電話相談・面接を行う事

業 

こども育成課 〇 ◎ ◎       

 

  

◎：各分野の一覧に主要事業として事業名が掲載されているもの 

〇：各分野の一覧に事業名は掲載していないが、その分野に関連があるもの 

９ 



 

 

分野２ 教育 

方針３ 教職員研修の充実と働き方改革の推進  

【現状と課題】 

○「社会に開かれた教育課程」の理念の下、「主体的・対話的で深い

学び」を通して「生きる力」を育むことが課題となっていますが、

特別なニーズを有する子ども、外国由来の子ども、生活が困窮し

ている子どもに対する支援、保護者や地域住民への対応等、教育

環境は複雑化・困難化しています。 

○教育現場を取り巻く環境が変化する中、教職員の業務は多岐にわ

たり、長時間労働だけでなく、精神的負担も増加しています。 

○学校と教職員が担うべき業務を明確にし、学校業務の外部化・分

業化・協業化などを通した学校における働き方改革を推進してい

くことが必要となっています。 

○中核市として教職員の研修権を有する松本市は、きめ細かな教育

を実践・指導できる専門性と指導力を備え、新たな教育課題やニ

ーズに対応できる教職員を育成していく責務を有しています。 

○「個別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に推進していくた

めに、教職員の資質・能力の向上を目的とした研修を充実させて

いくことが求められています。 

 

 

 

 

【施策の方向性】 

○子どもたちの育ちや学びを地域社会全体で支えていくために、家

庭・学校・地域がともに育てたい子どものビジョンを共有し、保護

者や地域住民が学校運営に参画する「地域とともにある学校づく

り」を推進します。 

○課外活動における外部人材の活用、事務作業の効率化や支援員の

配置など、保護者や地域住民の理解と協力を得ながら、関係諸団

体との連携・協働を通じた働き方改革を推進します。 

○子どもたちに効果的な教育活動を行っていくためにも、子どもと

向き合う時間、教材研究の時間、教職員自身が自分のキャリアを

展望する時間を確保し、教職員一人一人の人間性や創造性を向上

させていく取組みを推進します。 

○中核市として教職員の研修権を有する松本市は、国の教育政策や

県の施策の方向性を踏まえながら、研修の方法や内容を工夫した

研修を独自に企画・実施し、教職員の育ちと学びを支援します。 

 
 
 
 
 
 
  

※個別最適な学び…子どもたち一人一人の特性や学習進度等に応じ、指導方法・教材や学習時間等の柔軟な提供・設定を行うことなどの「指導の個別化」と、子どもたちの興

味・関心等に応じた学習活動や学習課題に取り組む機会を提供することで、子ども自身の学習が最適になるよう調整する「学習の個性化」を整理した概念。 

※協働的な学び…探究的な学習や体験活動等を通じ、子どもたち同士、あるいは地域の方々をはじめ多様な他者と協働しながら、あらゆる他者を価値のある存在として尊重

し、様々な社会的な変化を乗り越え、持続可能な社会の創り手となることができるよう必要な資質・能力を育成する学び。 
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１ 教職員の研修 

「教科等研究推進教員」を市独自に委嘱し、日常の授業や指

導に役立てる研修、「子どもと教職員の温かな接点づくり」

を目指した研修の他、松本市独自の研修の内容と方法で、教

職員の研修を行う事業 

学校教育課  ◎ ◎       

２ 
部活動指導員配置事

業 

教職員の負担軽減と中学生の部活動環境の充実のために、

部活動指導員、地域アスリート、学生アスリートを配置する

事業 

学校教育課  ◎  〇   ◎ 〇  

３ 
学校教育情報化推

進事業（教員のＩＣ

Ｔ活用指導力向上） 

日々進化するＩＣＴ環境に適応し、継続的な学びを実現す

るために、ＩＣＴ支援員の配置などにより、教員のスキルア

ップ向上を図る事業 

学校教育課  ◎        

４ 
学校教育情報化推

進事業（校務の情報

化推進） 

児童生徒と向き合う時間や教材研究等の時間を確保し、教

員の校務負担の軽減を図るため、校務に係る情報システム

等の整備を進める事業 

学校教育課  ◎        

５ 
スクールサポート

スタッフ配置事業 

教職員が児童生徒への指導や教材研究に注力できるよう、

感染症対策や印刷の補助など学校の業務をサポートする事

業 

学校教育課  ◎        

６ 
スクールロイヤー

配置事業 

学校で発生する諸問題に対して、教育や福祉、子どもの権利

等の視点を取り入れ、法的観点から学校に助言する弁護士

を配置する事業 

学校教育課  ◎        

７ 
松本版コミュニテ

ィスクール事業 

「松本版コミュニティスクール」の仕組みを活用し、地域・

保護者・学校などが子どもや地域に対する願いや思いを共

有し連携・協働しながら子どもを育てる「地域とともにある

学校づくり」を推進する事業 

生涯学習課・

中央公民館 
○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ 

 

  

◎：各分野の一覧に主要事業として事業名が掲載されているもの 

〇：各分野の一覧に事業名は掲載していないが、その分野に関連があるもの 
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分野２ 教育 

方針４ 多様な遊びと学びの機会の保障  

【現状と課題】 

○子ども一人ひとりのニーズを踏まえながら多様な学びの機会を保

障していくために、通常学級、通級指導、特別支援学級、特別支援

学校における学習環境の充実を図る必要があります。 

○学校教育におけるＧＩＧＡスクール構想の実現により、きめ細か

な指導体制の整備を進め、個に応じた支援を行っていくことが求

められています。 

○子どもにとって多様な学びの機会を保障していく観点から、特色・

魅力ある学校づくりを推進していくことが求められています。 

○誰もが豊かな人生を送り活躍できるよう、あらゆる場所・時間・方

法で、すべての世代が生涯を通して学び続ける機会を創出してい

くことが求められています。 

〇いじめ、不登校、貧困、虐待やヤングケアラーなど子どもを取り巻

く課題は複雑化、多様化しています。さまざまな課題を抱える児

童生徒が孤立化することのないよう、早期の手厚い支援、相談体

制の充実が必要です。 

 

 

 

 

 

【施策の方向性】 

○子ども一人ひとりのニーズに応じた個別最適な学びや自己の考え

方と異なる多様な他者とともに学びを深める「協働的な学び」を

実現していくために、学習環境の整備や教職員の資質・能力の向

上を図ります。 

○不登校の児童生徒が学校以外の場で安心して学ぶことができる機

会を提供するために、ＮＰＯや民間事業者と連携・協働を通した

した居場所づくりを推進します。 

○特別な支援を必要とする児童生徒と保護者に対して、就学前の幼

児期から就学後の学校教育段階への適切な情報共有、さらには学

齢期以降の将来的な社会的自立に向けて、切れ目のない支援の充

実に取り組みます。 

○特別支援教育コーディネーターや特別支援学級担任などの教職員

の専門性の向上に加えて、管理職や通常学級の担当教員が一定の

基礎的知識・技能を身に着けられるよう、教職員研修の充実を図

ります。 

○特別な支援を必要とする児童生徒の多様な学びのニーズに対して、

発達段階に応じたきめ細かい支援を行うために、医療・療育・福祉

の関係機関や民間団体との連携・協働を通した教育相談体制の充

実を図ります。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向性】 

○スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、言語聴覚

士、作業療法士、理学療法士等の専門家の活用を通して、特別支援

教育における支援の充実を図ります。 

○健康・福祉・教育の連携・協働を通して、医療的ケアの観点から看

護師等の専門家が継続的・安定的な支援ができるよう体制を整備

します。 

○すべての世代のライフステージの多様なニーズに応える学習機会

を創出するとともに、学び合いを通して、充実した暮らしや地域

課題の解決につなげる取組みを推進します。 

○高度情報化社会に対応した学習環境づくりとして、高齢者をはじ

め、すべての世代がデジタル化の恩恵を享受できる取組みを進め

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

※ＧＩＧＡスクール構想…１人１台端末及び高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備するとともに、並行してクラウド活用推進、ICT 機器の整備調達体制の構築、利活

用優良事例の普及、利活用の PDCA サイクル徹底等を進めることで、多様な子供たちを誰一人取り残すことのない、公正に個別最適化された学びを全国の学校現場で持続的

に実現させる構想。 

※ヤングケアラー…年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負って、本来、大人が担うような家族の介護や世話をすることで、自らの育ちや教育に影響を及ぼして

いる１８才未満の子ども 

※スクールカウンセラー…いじめ、不登校、暴力行為等の問題行動の未然防止や早期発見・早期解決を図るため、児童生徒へのカウンセリングや保護者、教職員に対する助

言・援助を行う心の専門家。 

※スクールソーシャルワーカー…社会福祉の専門的な知識、技術を活用し、問題を抱えた児童生徒を取り巻く環境への働きかけや関係機関等とのネットワークの構築等、多様

な支援方法を用いて問題の解決に向けて対応を図っていく福祉の専門家。 

 



 

【２－４ 主要事業一覧】 

№ 事業名 事業概要 担当課 

１ 

子
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教 

育 
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生 

４ 
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５ 
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６ 

食 

７ 

ス
ポ
ー
ツ 

８ 
地 

域 

 
 
 
 

文
化
芸
術 

 
 

 

・
歴
史 

１ 
自立支援教員・中学

校学力向上推進教

員等配置事業 

自立支援教員・中学校学力向上推進教員の支援を通して、子

どもの社会的自立を目指す事業 学校教育課  ◎      〇  

２ 
トライやるエコス

クール事業 

特色ある学校づくりの一環として、地域の歴史・文化・自然

等の活用による教育実践活動や環境教育の充実を図る事業 学校教育課  ◎ 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇 

３ 
学校教育情報化推

進事業 

「GIGA スクール構想」におけるＩＣＴ環境の整備充実を図

る事業 学校教育課  ◎        

４ 
授業用校用備品充

実整備事業 

学力の向上と豊かな心の育成を図るために、授業用備品等

の充実を図る事業 学校教育課  ◎        

５ 
夏休み・水の研究お

助け隊 

小学生の親子を対象として、飲料水の作られ方や家庭排水

の処理・再生の仕方に関する学びの機会を提供する事業 下水道課  ◎   〇     

６ 
まつもと広域もの

づくりフェア 

子どもたちにものづくりや理工学への関心を持ってもらう

ために、松本市、塩尻市、安曇野市の行政や商工団体を中心

とした実行委員会が、松本広域の次世代を担う人材育成を

図る事業 

商工課  ◎  〇    〇  

７ 
ものづくり人材育

成事業 

若年層にものづくりの楽しさを伝えるために、松本市もの

づくり育成連絡会と連携し、小学校での木工教室や中学校

の職場体験学習の情報誌作成等を行う事業 

労政課  ◎  〇    〇  

８ 
園児を対象とした

参加型環境教育事

業 

園児の食べ物に対する「もったいない」意識など、環境意識

の醸成を図るために、保育園・幼稚園の年長児を対象に「ご

みの分別と食べ残し」をテーマにした参加型環境教育を実

施する事業 

環境・地域エ

ネルギー課 
〇 ◎   ◎ ◎  〇  

９ 
小学校環境教育事

業 

子どもたちの食べ物に対する「もったいない」意識など、環

境意識の醸成を図るために、食品ロスをテーマとした環境

教育を行い、家庭への波及効果を促す啓発事業 

環境・地域エ

ネルギー課 
〇 ◎   ◎ ◎  〇  

◎：各分野の一覧に主要事業として事業名が掲載されているもの 

〇：各分野の一覧に事業名は掲載していないが、その分野に関連があるもの 

９ 



 

№ 事業名 事業概要 担当課 
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・
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10 学都松本推進事業 

「学都松本フォーラム」など、学都松本推進協議会が学都松

本を推進する教育・学習活動の仕組みづくりを推進する事

業 

教育政策課 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

11 
教育文化センター

各種事業 

親子科学教室や親子プログラミング教室、星空観望、プラネ

タリウム関連事業等の講座を幅広い世代に実施する事業 教育政策課  ◎ 〇 ◎ 〇   〇 〇 

12 
多様なニーズに応

じた学習機会の創

出事業 

オンライン講座、キャリア教育の充実、学び直しへの支援な

ど、多様なニーズに応える学習機会の創出を通して、まちづ

くりに貢献する人材を育成していく事業 

生涯学習課・

中央公民館 
○ ◎  ◎    ○  

13 
「学びの森いんふ

ぉめーしょん」発行 

生涯学習に関するイベント情報や地域で活動する団体の情

報等を生涯学習情報誌としてまとめ、年 4 回全戸配布する

事業 

生涯学習課・

中央公民館 
 ◎  ○    ○  

14 
生涯学習支援登録

制度 

市民の生涯学習活動を支援するために、専門分野の知識を

持つ指導者や自発的に活動している団体・グループを登録

し、その情報を市民に提供する事業 

生涯学習課・

中央公民館 
 ◎  ○    ○  

15 青少年ホーム事業 

職業的スキルや人間力を育成するための各種講座やイベン

トなど、若者が主体的に社会貢献活動に取り組むプログラ

ムを実施する事業 

生涯学習課・

中央公民館 
 ◎  ◎   ○ 〇  

16 
南部老人福祉セン

ター管理運営事業 

教養の向上、レクリエーション、健康増進のために、各種教

養講座やプラチナ大学等を地域の高齢者を対象に実施する

事業 

高齢福祉課  ◎  〇    〇  

17 
交通安全教室事業

（高齢者向け） 

地区高齢者クラブ等を対象とした交通安全教室や啓発活動

を行う事業 自転車推進課  ◎  〇    〇  

18 
プラネタリウム・天

文関連事業 

プラネタリウムの投映や市民参加型の講座、天体観測ドー

ム等を活用した天体観測会等を実施する事業 教育政策課  ◎  〇 〇   〇  

19 
出前講座「いい街つ

くろう！パートナ

ーシップまつもと」 

市民の学習機会の充実を図るとともに、市民と職員が対話

を通じて相互理解を深め「市民が主役」の市政の推進と市民

の生涯学習によるいいまちづくりを目指す事業 

生涯学習課・

中央公民館 
 ◎  ○    ○  

20 
市内遺跡発掘報告

会 

遺跡発掘の成果に関する報告会や現地説明会等を開催し、

市民の埋蔵文化財に対する理解と関心を高める事業 文化財課  ◎       〇 

９ 
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21 
学校の魅力化を推

進する取組み 

多様な学びのあり方の検討を通して、地域の物的・人的資源

や特性を生かした魅力ある学校づくりを推進していく取組

み 

教育政策課 〇 ◎ 〇     ◎  

22 
子どもの支援・相談

スペース「はぐルッ

ポ」運営事業 

様々な事情で学校に通うことができない子どもや悩みを抱

えている子どものための居場所を提供し、一人ひとりの思

いに寄り添いながら、生活支援・学習支援・保護者支援を行

う事業 

こども育成課 ◎ ◎ ◎     ◎  

 

  

９ 



 

 

分野２ 教育 

方針５ 子ども関係施設等の整備・充実  

【現状と課題】 

○昭和４０年代以降に建設された学校施設の多くが老朽化し、建て

替えの時期を迎えています。 

○幼稚園・保育園や児童館・児童センターは、木造園舎の改築や老朽

度に応じた改修を計画的に行っています。 

○少子化による児童・生徒数の減少が見込まれる一方、特別支援学

級の児童・生徒が増加しています。 

○ＩＣＴ教育やインクルーシブ教育、異年齢交流など、多様な新し

い学びの内容や形態に対応する学習環境の整備が必要となってい

ます。 

○学校施設は災害時の避難所施設としての役割も併せ持つため、誰

もが使いやすい施設を整備していくことが求められています。 

○一部の児童館、児童センターでは著しく狭隘化が進んでいます。 

○共働き世帯やひとり親世帯の増加により、放課後の子どもの居場

所のあり方を検討していくことが必要となっています。 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向性】 

○ユニバーサルデザインや地球環境への影響に配慮しながら、幼稚

園・保育園・学校施設等の構造体の耐久化、インフラ設備の更新な

ど、子どもたちが安全・安心に過ごせる基本的な施設整備を計画

的に進めます。 

○学校施設を避難所としても利用することを想定し、ユニバーサル

デザインや性の多様化に配慮した防災機能の強化に取り組みます。 

〇少子化に伴う児童生徒数の減少、特別支援学級の増加、多様な教

育内容や形態の変化に対応できる柔軟な学校施設整備のあり方を

検討します。 

○通学路や生活道路などに関して、安全安心に通行できるよう人に

やさしい交通環境の整備を行います。 

○教育文化センターの再整備により、子ども・若者の学びと大人の

学びの環境を整え、「学都松本」の人材育成の拠点とします。 

○余裕のある学校施設を放課後児童クラブなどの子ども関係施設と

して活用し、施設の併設化に取り組みます。 

○校舎や体育館、その他遊具、防球ネット及び石碑などの点検を実

施し、事故の防止を徹底します。 

 

  

※インクルーシブ教育…障がいのある子どもと障がいのない子どもが、共に学ぶ教育の仕組み。障がいのある子どもが教育制度一般から排除されないこと、自己の生活する地

域において、初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な「合理的配慮」が提供されることなどが必要とされている。 



 

【２－５ 主要事業一覧】 

№ 事業名 事業概要 担当課 

１ 

子
育
て 

２ 

教 

育 

３ 

人
権
共
生 

４ 

社
会
教
育 

５ 

自 

然 

６ 

食 

７ 

ス
ポ
ー
ツ 

８ 
地 

域 

 
 
 
 

文
化
芸
術 

 
 

 

・
歴
史 

１ 
青少年の居場所づ

くり事業 

放課後や休日に気軽に立ち寄り仲間と一緒にスポーツをし

たり、交流の輪を広げたりすることができる場や機会を保

障する事業 

こども育成課  ◎ ○ ○   ○ ◎  

２ 
小中学校新・増・改

築事業 

教室不足対応や校舎・体育館の老朽化対応等のために、施設

の新・増・改築を行う事業 学校教育課  ◎ 〇     〇  

３ 
小中学校プール整

備事業 

老朽化が著しいプールの改築・改修や民間水泳プールの活

用による教育環境の改善や施設耐久性の確保を図る事業 学校教育課  ◎     〇   

４ 
小中学校長寿命化

改良事業 

構造体の耐久化とインフラ設備の更新、多様な学習内容に

応じた環境整備を行う事業 学校教育課  ◎ 〇    〇 〇  

５ 
小中学校トイレ改

修事業 

児童生徒の生活環境の改善を図るために、トイレの洋式化・

乾式化等の整備を図るとともに、バリアフリーに対応した

多目的トイレの増築・改修を行う事業 

学校教育課  ◎ 〇     〇  

６ 放課後子ども教室 
小学校の余裕教室や校庭等を利用し、地域住民の参加を通

して放課後の子どもの居場所を確保する事業 こども育成課  ◎  〇    ◎  

７ 
児童館・児童センタ

ー整備事業 

地域の児童の遊びの拠点や放課後児童健全育成事業の実施

場所を整備する事業 こども育成課 ◎ ◎ 〇 〇  〇  ◎  

８ 児童館管理運営事業 

市内 26 児童館・児童センターで、18 歳までの子どもに健全

な遊びの場を提供することを目的として、留守家庭児童対

策である「放課後児童健全育成事業」や未就園児とその保護

者のための「つどいの広場事業」を実施する事業 

こども育成課 ◎ ◎ 〇 〇  〇  ◎  

 

  

◎：各分野の一覧に主要事業として事業名が掲載されているもの 

〇：各分野の一覧に事業名は掲載していないが、その分野に関連があるもの 

９ 



 

 

分野３ 人権共生 

方針１ 子どもの権利保障と環境づくりの推進  

【現状と課題】 

○松本市は、平成２５年４月に「松本市子どもの権利に関する条例」

を施行し、子どもの健やかな育ちを支援し、子どもの権利を保障

する「すべての子どもにやさしいまちづくり」を推進しています。 

○子どもだけでなく子どもに関わるすべての大人にとって、子ども

の権利に対する理解を深めていくために、一層の普及・啓発に取

り組み、地域社会全体で子どもに寄り添い、子どもの育ちと学び

を支える意識を醸成していくことが求められています。 

○子どもを取り巻く環境の多様化・複雑化を背景とした多様な心の

悩みに対して、相談・救済・回復できる体制を構築し、居場所づく

りを推進していくことが必要となっています。 

○外国由来の児童生徒は近年増加傾向にあり、日本語指導が必要な

児童生徒も増えています。こうした児童生徒に対する一層の指導・

支援体制の充実を図り、多様な子どもたちの教育を受ける権利を

保障していくことが求められています。 

〇いじめ、不登校、貧困、虐待やヤングケアラーなど子どもを取り巻

く課題は複雑化、多様化しています。さまざまな課題を抱える児

童生徒が孤立化することのないよう、早期の手厚い支援、相談体

制の充実が必要です。 

 

 

【施策の方向性】 

○生まれ持った特性や育った環境に関わらず、すべての子どもたち

の教育を受ける機会を保障していく仕組みづくりに取り組みます。 

○子ども自身が子どもの権利を学ぶとともに、すべての大人が子ど

もの権利に対する理解を深めていくために、一層の普及・啓発に

取り組み、地域社会全体で子どもに寄り添い、子どもの育ちと学

びを支える意識の醸成を図ります。 

○学校・地域・専門家・民間団体の連携・協働を通して、子どもの権

利に対する支援・協力体制を充実させ、相談窓口の拡充、学ぶ場や

居場所づくりなどを総合的に推進します。 

○子どもの貧困、いじめや不登校、ひきこもりなどへの対応として、

学校における支援体制の整備のほか、外部機関との連携強化や人

的配置の拡充、未然防止や早期発見に努め、児童生徒や保護者に

対するきめ細かな支援を行います。 

○共生社会の実現の観点から、様々な機関・団体と連携・協働しなが

ら外国由来の児童生徒に対する教育の機会を確保し、日本語教育

とともに、キャリア教育など、就学前段階から義務教育・高等学校

段階を経て、学校卒業後を見据えた体系的な指導・支援をします。 

〇不登校の児童生徒が学校以外の場で安心して学ぶことができる機

会を提供するために、ＮＰＯや民間事業者と連携・協働を通した

した居場所づくりを推進します。 

  



 

【３－１ 主要事業一覧】 

№ 事業名 事業概要 担当課 
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文
化
芸
術 

 
 

・
歴
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１ 
子どもの権利啓発

事業 

子どもの権利条例の基本理念に基づき、子どもに関わるす

べての大人が連携し、協働して、すべての子どもにやさしい

まちづくりを進めるために、子どもだけでなく、子どもに関

わる大人も含め、市民全体に、子どもの権利に対する理解が

広がるよう、積極的に普及・啓発に取り組む事業  

こども育成課 ○ ○ ◎ ○    ◎ ○ 

２ 
子どもの権利相談

室「こころの鈴」運

営事業 

子どもの権利擁護に必要な支援を行うために、子どもの権

利相談室「こころの鈴」が子どもの悩みや苦しみを受け止

め、共に解決していくことを目指す事業 

こども育成課 ◎  ◎       

３ 
まちかど保健室運営

事業 

心や体、性に不安を抱える中高生や保護者などが気軽に相

談できる場所としてまちかど保健室を運用し、青少年支援

の充実を図る事業 

こども育成課 〇 ◎ ◎     ○  

４ 
青少年相談窓口設

置事業 

青少年の様々な問題（不登校、いじめ、非行等）で悩む保護

者や子どもを対象に、相談員による電話・面接を行う事業 こども育成課 〇 ◎ ◎       

５ 
子どもの支援・相談

スペース「はぐルッ

ポ」運営事業 

様々な事情で学校に通うことができない子どもや悩みを抱

えている子どものための居場所を提供し、一人ひとりの思

いに寄り添いながら、生活支援・学習支援・保護者支援を行

う事業 

こども育成課 ◎ ◎ ◎     ◎  

６ 
多文化共生プラザ

運営事業 

多文化共生による地域づくり拠点である「松本市多文化プ

ラザ」を運営し、地域住民に対する啓発や外国人住民の自立

や交流を図る事業 

人権共生課   ◎ 〇    〇  

 

  

◎：各分野の一覧に主要事業として事業名が掲載されているもの 

〇：各分野の一覧に事業名は掲載していないが、その分野に関連があるもの 

９ 



 

 

分野３ 人権共生 

方針２ 互いを認め合い学び合う教育の推進  

【現状と課題】 

○年齢、性別、国籍、人種、民族、障がいの有無等による偏見や差別、

誹謗中傷等の様々な人権問題がまだ地域社会に存在しています。 

○「男性・女性らしさ」「男性・女性の役割」など、社会的・文化的

に形成された性別の枠組みに基づく性別役割分担意識がまだ続い

ています。 

○外国人住民が増加する中で、国籍、人種、民族等の異なる人々が互

いに文化や人権を尊重し、相互理解を深め、対等な関係を築きな

がら地域社会の構成員として共に生きていく視点が必要となって

います。 

○インターネット上を中心に一方的な価値観を押し付け、価値観の

違う他者を排除する風潮が社会問題化しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向性】 

○すべての人が年齢、性別、国籍、人種、民族、障がいの有無等に関

わりなく、違いを認め合い、多様な個性と人権を尊重する意識の

醸成を図ります。 

○性別役割分担意識を解消するためすべての世代に向けた広報啓発

や情報発信に取り組みます。 

○性の多様性や性的マイノリティ等に関する理解を促進するために、

広報・啓発や情報発信に取り組みます。 

○日本人住民と外国人住民が相互に交流し、多文化共生に関する理

解を深める場づくりを推進することで、地域住民の多文化共生意

識の醸成を図ります。 

○日本語を母語としない人に対する日本語教育・学習は、生活や学

びに必要な言語の習得という観点とともに、外国人住民の居場所

や地域社会への入り口、交流の場としても必要な場であることか

ら、関係団体や地域と連携・協働しながら、支援の充実を図りま

す。 

○すべての世代において、情報化社会の中で情報を正しく読み取り、

主体的に選択する力を養い、様々なメディアを活用する力をつけ

るために、メディアリテラシー教育を推進します。 

  

※メディアリテラシー教育…メディアの意味と特性を理解した上で、受け手として情報を読み解き、送り手として情報を表現・発信するとともに、メディアのあり方を考え、

行動していくことができる能力を育成する教育。 

 

 

 



 

【３－２ 主要事業一覧】 

№ 事業名 事業概要 担当課 
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１ 女性センター事業 
男女共同参画社会の形成のための啓発、女性の能力の開発

や就業支援等を実施する事業 
人権共生課 〇  ◎ ◎    〇  

２ 
トライあい・松本事

業 

女性労働者等の生活の向上や、福祉の増進を図るために、各

種の相談・指導・講習等を実施する事業 
人権共生課 〇  ◎ 〇    〇  

３ 
企業人権啓発推進

事業 

企業における人権啓発推進リーダーを育成していくため

に、人権テーマの専門講師による研修会を実施する事業 人権共生課   ◎ 〇    〇  

４ 
多文化共生プラザ

運営事業 

多文化共生による地域づくり拠点である「松本市多文化共

生プラザ」を運営し、地域住民に対する啓発や外国人住民の

自立や交流を図る事業 

人権共生課 〇 〇 ◎ 〇    〇  

５ 
メディアリテラシ

ー教育事業 

市内小中学校の児童生徒及び保護者を対象に、インターネ

ット・スマートフォン等の適切な使い方やルールづくりに

ついて学ぶ講座を開催する事業 

こども育成課 〇 ◎ ◎ 〇      

６ 
メディアリテラシ

ーのための教育の

取組み 

デジタルディバイド解消の一環として、メディアリテラシ

ー講座等を実施する事業 

生涯学習課・

中央公民館 
  ◎ ◎      

７ 

日本語を母語とし

ない児童生徒支援

事業 

（松本市子ども日

本語教育センター） 

日本語を母語としない児童生徒に対する支援を行っていく

ために、田川小学校内に松本市子ども日本語教育センター

を設置し、日本語教育に関する相談業務、コーディネート業

務、日本語教育支援員等による学校派遣授業を実施する事

業 

学校教育課  〇 ◎       

 

  

◎：各分野の一覧に主要事業として事業名が掲載されているもの 

〇：各分野の一覧に事業名は掲載していないが、その分野に関連があるもの 

９ 



 

 

分野３ 人権共生 

方針３ 特別支援教育の充実  

【現状と課題】 

○特別な支援が必要な子どもが増加する中、障がいや特性に応じた

児童生徒や保護者へのきめ細かな支援を充実させていくことが必

要となっています。 

○子どもの障がいは早期に発見し、療育などの適切な支援につなげ

ることが重要です。特に知的障がいや発達障がいなどの障がいや

特性は、「かもしれない」という疑いの段階から最終的な診断の確

定まで長期にわたるケースが多く見られます。家庭支援も含めた

個に寄り添った支援が求められています。 

○松本市では「あるぷキッズ支援事業」として、発達障がいのある児

童生徒やその心配がある子どもと保護者、保育士や教員などの支

援者に対して、継続的・総合的な支援を行ってきましたが、これま

での就学前の子どもに関わる支援にとどまらず、就学後も切れ目

ない支援を充実させていくことが必要となっています。 

○特別な支援が必要な子どもが通常学級にも多く在籍していること

から、すべての教員が特別支援教育に関する知識・技能を習得し

ていることが求められています。 

 

 

【施策の方向性】 

○特別な支援を必要とする子どもと保護者に対して、乳幼児期から

幼稚園・保育園、そして就学後の学校教育段階、さらには学齢期以

降の将来的な社会的自立に向けて、切れ目のない支援の充実に取

り組みます。 

○特別支援教育コーディネーターや特別支援学級担任などの教職員

の専門性の向上に加えて、管理職や通常学級の担当教員が一定の

基礎的知識・技能を身に付けられるよう、研修の充実を図ります。 

○特別な支援を必要とするよう子どもの多様な学びのニーズに対し

て、発達段階に応じたきめ細かい支援を行うために、医療・療育・

福祉の関係機関や民間団体との連携・協働を通した教育相談体制

の充実を図ります。 

○スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、言語聴覚

士、作業療法士、理学療法士等の専門家の活用を通して、特別支援

教育における支援の充実を図ります。 

○健康・福祉・教育の連携・協働を通して、医療的ケアの観点から看

護師等の専門家が継続的・安定的な支援ができるよう体制を整備

します。  



 

【３－３ 主要事業一覧】 
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１ 
特別支援教育支援

員配置事業 

小中学校に在籍する障がいのある子どもに対する支援を行

っていくために、「特別支援教育支援員」を配置し、特別支

援教育の充実を図る事業 

学校教育課 〇 〇 ◎       

２ 

日本語を母語とし

ない児童生徒支援

事業 

（松本市子ども日

本語教育センター） 

日本語を母語としない児童生徒に対する支援を行っていく

ために、田川小学校内に松本市子ども日本語教育センター

を設置し、日本語教育に関する相談業務、コーディネート業

務、日本語教育支援員等による学校派遣授業を実施する事

業 

学校教育課  〇 ◎       

３ 教職員の研修 

「教科等研究推進教員」を市独自に委嘱し、日常の授業や指

導に役立てる研修、「子どもと教職員の温かな接点づくり」

を目指した研修の他、松本市独自の研修の内容と方法で、教

職員の研修を行う事業 

学校教育課  ◎ ◎       

４ あるぷキッズ支援事業 

発達障がいと診断された子ども等と保護者に対する相談事

業、園や学校への巡回支援、あるぷキッズサポート手帳の配

付等の支援を行う事業 

こども福祉課 ◎ 〇 ◎       

 

  

◎：各分野の一覧に主要事業として事業名が掲載されているもの 

〇：各分野の一覧に事業名は掲載していないが、その分野に関連があるもの 

９ 



 

 

分野４ 社会教育 

方針１ 社会教育活動の充実  

【現状と課題】 

○人生１００年時代を迎え、学校、仕事、退職後の生活といった節目

のある単線型の生き方だけでなく、仕事をしながら学び直し、新

たな価値を創造しながら多様な人と交流するなど、様々なステー

ジ（副業・兼業・起業・ボランティアなど）を並行・移行・越境し

ながら、生涯現役であり続けるライフサイクルの実現が求められ

ています。 

○趣味や教養等の個人のニーズに応じた学習時間の増加の一方で、

地域力の低下が懸念されています。他方で、地域課題を解決して

いくためには、多様な人や組織が協働しいくことが不可欠であり、

互いがつながる関係づくりを再構築していくことが必要となって

います。 

○ＩＣＴ機器の普及により、いつでもどこでも学びにつながる環境

が整備されてきましたが、機器の利用等に抵抗がある人との間で

「デジタル・ディバイド」と呼ばれる新しい格差への対応も求め

られています。 

【施策の方向性】 

○誰もが自由に学び、適切に学びの支援や情報を得ることができ、

その成果を次世代の子どもたちや社会に還元できることを基本に

据えた取組みを推進します。 

○社会教育施設や大学、ＮＰＯ、関連団体等と連携を図りながら、幅

広い世代が集い、情報が行き交い交流できる生涯学習活動拠点を

確立します。 

○市民の学びを具体的な活動や発表の機会に結び付けていくことで、

人と人とのつながりや交流が生まれ、学びがより広がるよう支援

します。 

○高齢者を始め、すべての世代がデジタル化の恩恵を享受できるた

めの取組みを推進し、誰でも、いつでも、どこからでも自由に学ぶ

ことができる環境の整備を図ります。 

 

 

  



 

【４－１ 主要事業一覧】 
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１ 
教育文化センター

各種事業 

親子科学教室や親子プログラミング教室、星空観望、プラネ

タリウム関連事業等の講座を幅広い世代に実施する事業 
教育政策課  ◎ 〇 ◎ 〇   〇 〇 

２ 
多様なニーズに応

じた学習機会の創

出 

オンライン講座やキャリア教育の充実、学び直しへの支援

など、多様なニーズに応える学習機会を創出し、まちづくり

に貢献する人材の育成につなげる事業 

生涯学習課・

中央公民館 
○ ◎  ◎    ○  

３ 
地域課題学習等に

よる地域づくりの

推進 

地域課題の解決や地域づくり人材の育成を推進するため

に、公民館を中心に地域づくり学習会などを実施する事業 

生涯学習課・

中央公民館 
○ ○ ○ ◎    ◎ ○ 

４ 
大学・専門学校等と

の連携 

地域課題の解決や地域づくり人材の育成を推進するため

に、大学との共同研究等を進めるとともに、各種専門学校の

専門性を人材育成に活用するため、補助金交付等を行う事

業 

生涯学習課・

中央公民館 
○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ 

５ 公民館報の発行 
隔月で年間 6 回、公民館活動の実施状況、お知らせ等の情

報を提供する事業 

生涯学習課・

中央公民館 
 ○ ○ ◎    ◎ ○ 

６ 
公民館運営審議会

の運営 

総合的な地域づくり拠点としての公民館のあり方など、公

民館運営・機能等に関する審議を行う事業 

生涯学習課・

中央公民館 
○ ○ ○ ◎    ◎ ○ 

７ 
公民館委員会活動

の充実 

地区公民館活動の推進を図るために、公民館委員会の活動

を充実させ、市民の事業参画を図る事業 

生涯学習課・

中央公民館 
○ ○ ○ ◎   ○ ◎ ○ 

８ 

未来へつなぐ私た

ちのまちづくりの

集いの開催（公民館

研究集会・地域づく

り市民活動研究集

会合同開催） 

地域住民、市民活動団体、職員が一堂に会して、公民館活動

の検証や地域課題等について学び合い、お互いの理解を深

めることで、松本らしい地域づくりを推進していく事業 

地域づくり課 

生涯学習課・

中央公民館 

○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ 

◎：各分野の一覧に主要事業として事業名が掲載されているもの 

〇：各分野の一覧に事業名は掲載していないが、その分野に関連があるもの 

９ 



 

№ 事業名 事業概要 担当課 

１ 
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て 
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教 
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文
化
芸
術 

 
 

・
歴
史 

９ 
メディアリテラシ

ーのための教育の

取組み 

デジタルディバイド解消の一環として、メディアリテラシ

ー講座等を実施する事業 

生涯学習課・

中央公民館 
  ◎ ◎      

10 
町内公民館業務の

振興 

町内公民館活動の充実を図るために、委託料を支出する事

業 

生涯学習課・

中央公民館 
○ ○ ○ ◎   ○ ◎ ○ 

11 
町内公民館と地区

公民館の連携強化 

町会や地区の抱える課題を掘り下げ、方策を議論する意見

交換や研修、相談業務等の充実を図る事業 

生涯学習課・

中央公民館 
○ ○ ○ ◎   ○ ◎ ○ 

 

  

９ 



 

 

分野４ 社会教育 

方針２ リカレント教育の充実  

【現状と課題】 

○少子化により労働人口が減少する中、出産や育児で離職した女性

の復職や定年退職者の再雇用の促進による労働力の確保が期待さ

れています。 

○人生１００年時代を迎え、生涯現役で各ライフスタイルに応じた

多様で柔軟な働き方ができるよう、学び直しの機会が必要となっ

ています。 

○急速な技術革新の進展や労働者の流動化により雇用環境が変化す

る中で、キャリアアップやキャリアチェンジのために学び直しを

望む社会人のニーズが高まっています。他方で、仕事の多忙感か

らくる時間の確保、新たな学習に伴う費用負担など、様々な課題

が指摘されています。 

○教育現場における外部人材の活用を促進していくために、子ども

支援を望む者（教員免許状取得者で教職未経験の者など）に対し

て、必要な知識・技能等を身に付けることができる機会を提供し

ていくことが求められています。 

【施策の方向性】 

○いつでも学び直しができ、何度でも新しいチャレンジができる社

会を目指して、希望する人が学びやすい環境の整備を図ります。 

○地元企業や地域のニーズを踏まえた実践的な人材育成を目指し、

企業や大学等と連携・協働して社会人の学び直しの環境の整備を

図ります。 

○女性の活躍推進に向けて、就業している女性のキャリアアップや

出産・育児などで離職した女性の再就職に結びつく学び直しの機

会の拡大を図ります。 

○定年退職後の再就職や、就職氷河期世代の非正規雇用者等のキャ

リアアップを目的とした学び直しについて、関係機関と連携・協

働して情報発信や相談体制の充実を図ります。 

 

 

  



 

【４－２ 主要事業一覧】 

№ 事業名 事業概要 担当課 

１ 

子
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て 
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教 
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４ 
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５ 
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７ 

ス
ポ
ー
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８ 
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域 

 
 
 
 

文
化
芸
術 

 
 

・
歴
史 

１ 
思春期の子どもた

ちと向き合うため

の講座 

成人への移行期間として、身体的・精神的・社会的に成長し

ていく思春期の子どもたちに対する大人の関わり方を学ぶ

講座を実施する事業 

こども育成課 〇 〇 〇 ◎    〇  

２ 青少年ホーム事業 

職業的スキルや人間力を育成するための講座やイベント、

若者が社会の一員として主体的に取り組むためのプログラ

ムを実施する事業 

生涯学習課・

中央公民館 
 ◎ 〇 ◎    〇  

３ 特別展の開催 

松本の自然や歴史文化に対する市民の関心を高めるため

に、年に数回特別展を開催し、日頃の研究成果の発表を行う

事業 

博物館  〇  ◎ 〇   〇 〇 

４ 
学都松本・博物館関

連事業 

ボランティアや市民との協働連携事業、学校連携事業、講座

の開催、研究報告書作成等を行う事業 博物館  〇  ◎     〇 

５ 女性センター事業 
男女共同参画社会の実現のために、啓発や女性の能力開発・

就業支援等を実施する事業 人権共生課 ○  ◎ ◎ 
     

６ 
トライあい・松本事

業 

女性労働者等の生活の向上や福祉の増進を図るために、各

種の相談・指導・講習等を実施する事業 人権共生課 ○  ◎ ◎    ○  

７ 
図書館ビジネス支

援 

仕事や起業・創業活動に必要な利用者の判断を支援するた

めの資料や情報を提供する事業 中央図書館    ◎    ○  

 

  

◎：各分野の一覧に主要事業として事業名が掲載されているもの 

〇：各分野の一覧に事業名は掲載していないが、その分野に関連があるもの 

９ 



 

 

分野４ 社会教育 

方針３ 地域の情報拠点としての図書館機能の充実  

【現状と課題】 

○図書館には市民の読書活動を支援するだけでなく、人と情報、情

報と情報、人と人をつなぐ地域の情報拠点となり、訪れる人一人

ひとりの活動の場や新たな関係性が生まれる場としての役割が求

められています。 

○図書館のサービス内容や機能に対する理解や利用・活用経験が、

まだまだ市民に十分に浸透していない部分もあることから、広く

情報発信していくことが必要となっています。 

○平成３年に開館した中央図書館は、機械設備等の老朽化、書庫の

狭隘化、開架書架の耐震強化等の課題があり、時代に即した図書

館のあり方を踏まえた、長寿命化改修の対応が必要となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向性】 

○社会の変化や利用者ニーズを踏まえ、課題解決や暮らしに役立つ

資料・情報の収集に努め、図書館自らが積極的に情報発信・提供を

行い、市民が主役の図書館サービスの充実を図ります。 

○市民が図書館の「学ぶ」基盤を通して、さらに新しいつながりや交

流を持つことのできるようなコミュニティの拠点としての機能を

強化します。 

○暮らしや仕事、地域の課題解決のために、市役所各課や公民館・博

物館等の施設、市内外の各種図書館、図書室、研究機関や企業との

連携・協働を通したネットワーク網の拡充を図ります。  

○ＩＣＴの活用を通じて、電子書籍や地域・行政資料のデジタルア

ーカイブ化など、来館しなくても情報にアクセスできる環境の整

備を推進します。 

○中央図書館を松本らしい生涯学習施設、市民のための情報拠点、

交流拠点としての機能を備えた施設としてリニューアルし、次世

代に引き継いでいくことを検討します。 

 

 

  



 

【４－３ 主要事業一覧】 

№ 事業名 事業概要 担当課 
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８ 
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化
芸
術 

 
 

 

・
歴
史 

１ 
図書館資料整備事

業 

より新しい情報や市民の求める資料等を的確かつ迅速に提

供できるように資料整備を行う事業 
中央図書館 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 

２ 
レファレンス（調査

相談）対応 

利用者の求める資料や情報を提供するために窓口相談体制

を整備し、調査研究や課題解決のための支援を行う事業 中央図書館 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 

３ 図書館資料の貸出 

図書館ネットワークにより、市内の図書館全 11 館の資料を

どこの図書館でも貸出・返却できるように、所蔵していない

資料については他の図書館等からの相互貸借により提供で

きるようにする事業 

中央図書館 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 

４ 
インターネット利

用サービス 

インターネットによる蔵書検索や資料予約ができる他、貸

出状況が確認できるサービス等を行う事業 中央図書館 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 

５ 
オンラインデータ

ベース提供サービ

ス 

中央図書館にインターネットが利用できるパソコンを設置

し、新聞記事等のデータベースを図書館で利用できるよう

にする事業 

中央図書館 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 

６ 
大学図書館との連

携 

地域の大学図書館と連携して、利用者サービスの拡大を図

る事業 中央図書館 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 

７ 
公民館図書室との

連携 

公民館図書室（奈川、四賀公民館など）と連携し、図書館か

らの貸出資料を公民館図書室で返却できるようにするな

ど、利用者サービスの向上を図る事業 

中央図書館 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 

８ 団体貸出 
地区公民館や市の施設等に図書館資料の団体貸出を行い、

身近な地域で図書館資料が利用できるようにする事業 中央図書館 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 

９ 障がい者サービス 
図書館利用に支障がある方に、本の宅配サービスや朗読サ

ービス、デイジー図書郵送貸出を行う事業 中央図書館 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 

10 
ブックスタート事

業 

乳児を持つ親が読み聞かせながら楽しいひとときをもって

もらうことを目的として、10 カ月乳幼児健診時に絵本と絵

本リストを贈る事業 

中央図書館 ◎   ◎      

◎：各分野の一覧に主要事業として事業名が掲載されているもの 

〇：各分野の一覧に事業名は掲載していないが、その分野に関連があるもの 

９ 



 

№ 事業名 事業概要 担当課 
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・
歴
史 

11 
セカンドブック事

業 

親子で絵本を楽しむ時間を通して子どもの心と言葉を豊か

にしていくことを目的として、３歳児健診時に絵本と絵本

リストを贈る事業 

中央図書館 ◎   ◎      

12 おはなし会の開催 

中央図書館や各分館で、子どもの年齢に応じた絵本や紙芝

居などによる「おはなし会」を定期的に開催し、子どもたち

や保護者に楽しい本の世界を紹介する事業 

中央図書館 ◎   ◎      

13 
講演会・講座等の開

催 

親しみやすい図書館となるように、各種講座、講演会、図書

館コンサート、図書館まつり等を開催する事業 中央図書館 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 

14 
貴重資料保存活用

事業 

中央図書館が所蔵する「山岳文庫」を始めとする貴重資料を

市民に周知するとともに保存活用を行う事業 中央図書館    ◎ ○   ○ ○ 

15 地域資料の充実 
地域住民の生活と密着した知識や情報を提供し、調査研究

を支え支援するための地域資料を収集する事業 中央図書館    ◎ ○   ○ ○ 

16 
図書館施設の維持

管理 

利用者が安全で快適に図書館を利用できるように、施設の

整備改修を計画的に行い、より利用しやすくする事業 中央図書館 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 

 

  

９ 



 

 

分野４ 社会教育 

方針４ 平和祈念事業の推進  

【現状と課題】 

○終戦から 70 年以上が経過し、戦争を知る世代の高齢化が進み、戦

争の記憶は急速に失われつつあります。実体験に基づく戦争の悲

惨さを語り継ぎ、改めて平和への願いを次世代に伝えていく取組

みの強化が必要となっています。 

○悲惨な戦争の状況と当時の生活を伝える戦争遺品等の資料や証言

を記録保存していくとともに、平和学習の教材として活用してい

く取組みが必要です。 

○平和の連鎖をより一層広げていくために、大学生などの若者世代

が、平和について考え、学習し、その成果を小中学校や高校での出

前講座や留学生との意見交換の場を通して発信していく平和ユー

ス事業を展開しています。 

○平和祈念式典では、式典だけでなく子どもたちが主体的に平和に

ついて考え、意見を表明する機会を設けています。 

○学校教育の場においても、戦争と平和について主体的・対話的で

深い学びを行うなど、平和を守り続ける大切さを一人一人が真剣

に考える機会を設けることが重要です。 

【施策の方向性】 

○主権者教育などを通して、自分自身が社会を構成する一員である

ことを意識することで、身近な地域から広い世界の平和を築き上

げることに参画していく社会の創り手の育成に取り組みます。 

○歴史を伝える貴重な証言等をデジタルで記録する「まつもと平和

ミュージアム」の充実・活用を図り、全ての世代が戦争の悲惨さや

平和の大切さを学び、ともに語り合うことができるような機会を

増やす取組みを進めます。 

○他者への思いやりや命の尊さを尊重する啓発をより一層行い、人

権を尊重する市民一人ひとりの行動が松本市平和都市宣言の目指

す平和につながることを学ぶ取組みを推進します。 

 

 

 

 

  



 

【４－４ 主要事業一覧】 

№ 事業名 事業概要 担当課 
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１ 
広島平和記念式典

等参加事業 

松本市平和都市宣言の願いを踏まえて、松本市内の中学校

代表が、原子爆弾による被爆地広島を訪れ、平和記念式典に

参加するとともに、被爆体験者の講話や平和記念資料館等

の見学を通して、戦争の悲惨さ、原爆の恐ろしさ、平和の尊

さを実感し、平和意識の高揚を図る事業。また、重文旧開智

学校の姉妹館である重文開明学校の所在地愛媛県西予市を

訪れ、中学生同士の交流を行い、親睦を深め、教育文化の進

展を図る事業 

平和推進課  〇 〇 ◎    〇  

２ 親子平和教室 

市内小学校高学年から中学生の親子を対象に、松本市の戦

争の歴史を学ぶこと等を通じて「平和の大切さ」や「命の尊

さ」を親子で考え、平和の連鎖を広げる事業 

平和推進課 〇 〇 〇 ◎    〇  

３ 
松本ユース平和ネ

ットワーク 

10 代後半～20 代を対象に、学習や発信活動を通じて平和に

対する知識を深め、松本から世界へ平和を発信できる人材

を育成する事業 

平和推進課  〇 〇 ◎    〇  

 

  

◎：各分野の一覧に主要事業として事業名が掲載されているもの 

〇：各分野の一覧に事業名は掲載していないが、その分野に関連があるもの 

９ 



 

 

分野４ 社会教育 

方針５ 社会教育関係施設等の整備・充実  

【現状と課題】 

○松本市では市内３５地区すべてに整備されている地区公民館をは

じめとして、誰もが身近な地域で自由に学び、交流を広げ、実践に

つなげるための施設整備の充実を図ってきました。今後はソフト

面での充実や施設改修を計画的に進めていくことが必要となって

います。 

○建設から一定年数が経過した施設・設備の多くが更新時期を迎え

ています。また、トイレの洋式化、照明のＬＥＤ化、ユニバーサル

デザイン化など、生活スタイルの変化に伴うニーズも高まってお

り、計画的な設備の更新・改修が必要となっています。 

○スマートフォン等のモバイル端末が市民生活に浸透する中で、社

会教育施設のデジタル化への対応は急務となっています。市民ニ

ーズの多様化に柔軟に対応できる社会教育施設の高機能化・多機

能化が求められています。 

○新型コロナウイルス感染症の拡大により、新しい生活様式を踏ま

えた施設のあり方や必要な設備等の検討が必要となっています。 

○防災や高齢者の見守りなどの課題に対して、町内公民館に代表さ

れる最も身近なコミュニティ施設の重要性が高まっており、施設

整備に対する支援の拡充が求められています。 

【施策の方向性】 

○社会教育施設は、利用状況が施設によって異なるため、今後の人

口動態や利用需要を見極めながら、幅広い世代を意識した設備整

備を計画的に進めます。 

○身近な生涯学習施設のあり方を地域の学習拠点、交流拠点、災害

時の防災拠点として再検討し、ＩＣＴ機器や情報ネットワークな

どの設備も含めた施設の整備・充実に取り組みます。 

○すべての社会教育関係施設等（公民館・図書館・公園・緑地・運動

場など）に対して、ユニバーサルデザインに配慮した施設整備や

改修を推進します。 

○町内公民館のあり方について、幅広い世代の利用を促す観点から、

より効果的な支援を検討します。 

 

 

 

 

 

 

  



 

【４－５ 主要事業一覧】 

№ 事業名 事業概要 担当課 
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・
歴
史 

１ 
図書館施設の維持

管理 

利用者が図書館を安全で快適に利用できるように、施設の

整備改修を計画的に行う事業 
中央図書館    ◎      

２ 
町内公民館整備補

助事業 

住民自治を促進する町内公民館に対して、建設・改修補助金

を交付する事業 

生涯学習課・

中央公民館 
   ◎    ○  

３ 
重要文化財旧松本

高等学校校舎耐震

化事業 

重要文化財旧松本高等学校の耐震基礎診断や保存活用計画

に基づく耐震補強工事を行う事業 

生涯学習課・

中央公民館 
   ◎    ○ ○ 

４ 公園整備事業 

市民の潤い・やすらぎ・ふれあいの場、災害時の避難場所と

しての役割を果たすために、緑の基本計画に基づき、景観や

地域の特性、住民の要望に配慮しながら、総合的・体系的な

公園整備を図る事業 

公園緑地課 〇 ○  ◎ 〇   〇  

５ 
教育文化センター

整備事業 

教職員や大人たちが、サイエンスに関する最新の知見等を

身に付ける施設を整備し、子どもたちの日々の学びへとつ

なげる事業 

教育政策課  〇  ◎ 〇   〇  

 

  

◎：各分野の一覧に主要事業として事業名が掲載されているもの 

〇：各分野の一覧に事業名は掲載していないが、その分野に関連があるもの 

９ 



 

 

分野５ 自然  

方針１ 環境教育活動の推進  

【現状と課題】 

○子どもたちが自然に親しむ機会が減少していることから、体験を

通じて自分の行動と環境との関係性について考え、持続可能な社

会の実現に向けて行動していくことが求められています。 

○子どもたちの興味・関心や好奇心を大切にしながら、学校や地域

等が地球環境を守るための環境教育活動を連携・協働して推進し、

主体的な行動に結びつけていく取組みが求められています。 

○環境に関わる団体や企業が提供する情報やコンテンツ等を子ども

たちの環境教育活動に生かすことができる仕組みが求められてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向性】 

○ＥＳＤ（Education for Sustainable Development：持続可能な開

発のための教育）の考え方を取り入れながら、知識の習得や活動

の実践を中心とする環境教育にとどまらず、持続可能な社会の構

築に向けた取組みを日常生活でも継続していける環境教育活動を

すべての世代を対象に推進します。 

○環境を大切にする心を育むために、幼少期から自然に親しむ体験

の機会を増やし、一人ひとりの小さな行動が地球環境を守ること

につながっているという視点を踏まえた環境教育の充実を図りま

す。 

○環境学習の機会を地域住民、大学、ＮＰＯ、市民団体、事業者等と

の連携・協働を図りながら増やすとともに、地域の身近な問題か

ら地球規模の問題までを主体的に学び、地球環境を守るための行

動につなげていく取組みの充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

  



 

【５－１ 主要事業一覧】 

№ 事業名 事業概要 担当課 
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化
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・
歴
史 

１ 食品ロス削減事業 

ごみの減量と食育の推進の観点から、年中児対象の親子歯

科教室や出前講座等で、食品ロス削減啓発用パンフレット

を配布し、食品ロス削減に向けた主体的な取組みを促進す

る事業 

環境・地域エ

ネルギー課 
〇  〇 〇 ◎ 〇  〇  

２ エコスクール事業 

市民が地域の環境資源に関する知識を深めながら、環境意

識の向上を図るために、自然観察会等の体験型環境学習の

機会を提供する事業 

環境・地域エ

ネルギー課 
〇 〇 〇 〇 ◎ 〇  〇 〇 

３ 
地区公民館環境講

座 

子ども世代から大人世代までのすべての世代を対象に、市

民団体等と連携しながら、地域の身近な問題から地球規模

の問題までを主体的に学ぶ機会を提供する事業 

生涯学習課・

中央公民館 
○ ○ 〇 〇 ◎   ○  

４ 環境教育支援事業 

環境分野の専門性を持つ企業・団体等が講師となる「環境学

習プログラム」の情報提供を通して、小中学校等における環

境教育を支援する事業 

環境・地域エ

ネルギー課 
 〇 〇 ○ ◎ ○  ○ ○ 

５ 
トライやるエコス

クール事業 

子どもたちのアイデアを取り入れながら、地域の自然・歴

史・文化等の特色ある地域資源を活用し、学校ぐるみで取り

組む教育実践を支援する事業 

学校教育課  ◎ 〇 ○ ◎   ○ ○ 

６ 
小学校環境教育事

業 

子どもたちの食べ物に対する「もったいない」意識など、環

境意識の醸成を図るために、食品ロスをテーマとした環境

教育を行い、家庭への波及効果を狙う事業 

環境・地域エ

ネルギー課 
〇 ◎ 〇  ◎ ◎  〇  

７ 
園児を対象とした

参加型環境教育事

業 

園児の食べ物に対する「もったいない」意識など、環境意識

の醸成を図るために、保育園・幼稚園の年長児を対象に「ご

みの分別と食べ残し」をテーマにした参加型環境教育を実

施する事業 

環境・地域エ

ネルギー課 
〇 ◎ 〇  ◎ ◎  〇  

 

  

◎：各分野の一覧に主要事業として事業名が掲載されているもの 

〇：各分野の一覧に事業名は掲載していないが、その分野に関連があるもの 

９ 



 

 

分野６ 食  

方針１ 学校給食の充実  

【現状と課題】 

○暮らしのあり方や食に関する価値観が多様化し、バランスのとれ

た食生活を送ることが困難な子どもが増えています。他方、昨今

の在宅時間の増加は、家族で食のあり方を考える機会ともなって

おり、家庭における食育の重要性が注目されています。 

○子どもたちの心身の健やかな成長のためには、学校給食だけでは

なく、家庭での食事の充実が欠かせません。学校給食等で取り組

む食育とともに、家庭や地域などにおいても食に関する意識を高

めていくことが必要となっています。 

○食物アレルギーを持つ児童生徒には、一人ひとりの症状に合った

きめ細かいアレルギー対応食を提供しています。また、子どもた

ちが成長期に必要な様々な食品（栄養素）を安心して食べられる

ようになる対応食解除にも医師と連携しながら取り組んでいます。 

○伝統的な郷土食など、地域の食材を美味しく味わい、食文化や環

境について学び、伝えるとともに、共食（仲間や地域の人と一緒に

作り食べる）や体験を通して食の楽しさを感じる取組みを推進し

ています。 

○地産地消推進のための地場産野菜等を活用した学校給食は、規格

に合った一定量の食材確保が困難であるという課題があります。 

 
 
 

【施策の方向性】 

○衛生管理の充実を図るとともに、食品の安全性を担保するために、

添加物や原産地などに配慮し、栄養バランスのとれた安全・安心

な給食を提供します。 

○地域や次世代に食文化を受け継いでいくために、米飯給食を中心

とした行事食など、伝統文化を大切にしたメニューを取り入れま

す。 

○食の多様性に鑑みて、異文化交流等の機会を活用し、食を通じた

相互理解を深める取組みを推進します。 

○地産地消を通した食育を進め、持続可能な食を支えるために、学

校・家庭・地域が連携して子どもたちの給食と健やかな成長を支

えていく体制づくりを推進していきます。 

○施設の老朽化改善や自然災害などに対応した学校給食提供体制の

リスク分散など、今後の学校給食センターのあり方を研究します。 

 

 

 

 

 

 

 

  
※食物アレルギー対応マニュアル…文部科学省の「学校給食における食物アレルギー対応指針」に基づき、平成 29 年に緊急時の対応マニュアルの統一などを示したマニュア

ル 



 

【６－１ 主要事業一覧】 

№ 事業名 事業概要 担当課 
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１ 
学校給食における

地産地消を通した

食育 

学校給食における新鮮で安全・安心な地元食材の使用を通

した食文化や環境に関する学びや、栄養教諭による学校訪

問等により、子どもたちが生涯を通じて健やかに過ごせる

心と体を育む取組みを推進するもの 

学校給食課 〇 〇   〇 ◎  〇 〇 

２ 
食物アレルギー対

応食提供事業 

「食物アレルギー対応マニュアル」等に沿って、対象児童生

徒に安全なきめ細かい対応食を提供し、食育における機会

の均等化を図るとともに、医師と連携した食体験を広げる

対応食解除の取組みを実施する事業 

学校給食課 〇 〇 〇   ◎    

３ 
安全・安心な学校給

食の提供 

ノロウイルス等の食中毒や異物混入等の給食事故を防止す

るために、徹底した衛生管理の下、安全・安心で美味しい学

校給食を提供するもの 

学校給食課 〇 〇    ◎    

４ 
子ども・若者農業体

験支援事業 

農業体験や加工体験を通して、地域の農業、伝統文化、バラ

ンスの取れた食事の重要性を理解してもらい、地産地消を

推進する事業 

農政課 〇 〇  〇 〇 ◎  〇  

５ 
学校給食センター

再整備事業 

成長期の児童生徒に栄養バランスのとれた美味しい給食を

提供するとともに、安全・安心に加え、安定したセンター運

営を行うために学校給食センターの再整備を行う事業 

学校給食課  〇    ◎    

６ 
生活習慣病予防の

取組み 

栄養教諭による学校訪問等の食習慣に関する指導や、給食

センターだよりによる周知などにより、生活習慣病を知り、

予防する取組みを推進するもの 

学校給食課 〇 〇    ◎    

 

  

◎：各分野の一覧に主要事業として事業名が掲載されているもの 

〇：各分野の一覧に事業名は掲載していないが、その分野に関連があるもの 

９ 



 

 

分野６ 食  

方針２ 食育の推進  

【現状と課題】 

○子どもの痩身や肥満、高齢者の低栄養のほか、すべての世代で生

活習慣病の増加傾向が見られ、望ましい食習慣を実践していくた

めの支援が必要となっています。 

○核家族化の進行に伴い、食に関する体験の機会が減少するなど、

子どもたちの食に対する関心の低下が懸念されています。 

○伝統食や食の歴史に触れる機会が少なく、伝統食の継承や食文化

への関心を高める取組みが必要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向性】 

○食を健康づくりや自然環境保護、地域の文化交流等と一体的に捉

え、子どもだけではなく、すべての世代を通した食育を推進して

いきます。 

○バランスのとれた食事を通して、生活習慣病の予防や改善に結び

つける取組みを推進します。 

○生産者と関わる農業体験を通して、地域やフードマイレージ（食

料の輸送量と輸送距離の定量的把握を目的としない考え方）の考

え方、食品ロスなどの環境問題への関心を高めることで、食に対

する感謝の気持ちを育む取組みを推進します。 

○松本の伝統食をはじめとして、異なる国・地域の食事の作り方や

歴史的な背景を知る機会を増やし、地域の伝統食の継承や多文化

共生の意識の醸成を図ります。 

○子ども期から望ましい食習慣を身に付けることは生涯健康で暮ら

すための体づくりの基礎となるため、さまざまな経験を通した食

に対する知識と食を選択する力を習得することを目的とした学校

現場における食育を推進します。 

○料理講習会や農業体験等を通して、仲間や地域の人と一緒に作り

食べる機会（共食）を提供するとともに、家族が一緒に食卓を囲ん

で楽しく食事をする機会を増やしていく取組みを推進していきま

す。 

  



 

【６－２ 主要事業一覧】 

№ 事業名 事業概要 担当課 
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１ 
学校給食における

地産地消を通した

食育 

学校給食における新鮮で安全・安心な地元食材の使用を通

して食文化や環境に関する学びや、栄養教諭による学校訪

問等により、子どもたちが生涯を通じて健やかに過ごせる

心と体を育む取組みを推進するもの 

学校給食課 〇 〇   〇 ◎  〇 〇 

２ 
１日２食は３皿運

動～１・２・３でバ

ランスごはん～ 

１日のうち２食以上で主食・主菜・副菜の３つのお皿を揃え

て食べることにより、子どもの頃から望ましい食事バラン

スや量を学んでいくことを推進する運動 

健康づくり課 〇 〇  〇 〇 ◎    

３ 
おいしく食べよう

具だくさんみそ汁

運動 

具だくさんのみそ汁にすることで主菜と副菜を一杯で揃え

られることを学び、子どもの頃からバランスの良い食習慣

の定着を図ることを推進する運動 

健康づくり課 〇 〇  〇 〇 ◎    

４ 
よくかむ 30 かみか

み運動～飲み込む

前にあと５回～ 

よくかんでおいしく食べるための指導として、学校給食で

よくかむ献立（かみかみメニュー）を提供し、将来の生活習

慣病予防や口腔状態の保持・増進につなげることを推進す

る運動 

健康づくり課  〇  〇 〇 ◎    

５ 
おそとで「残さず食

べよう！３０・１０

運動」 

外食時の食べ残しによる食品ロスを減らすために、乾杯後、

最初の 30分間とお開き前10分間は自席で料理を楽しむ“お

そとで”「残さず食べよう！３０・１０運動」を推進する運

動 

環境・地域エ

ネルギー課 
〇   〇 〇 ◎    

６ 
おうちで「残さず食

べよう！３０・１０

運動」 

家庭から発生する食品ロスを減らすため、毎月 10 日は「も

ったいないクッキングデー」、毎月 30 日は「冷蔵庫クリー

ンアップデー」として、“おうちで”「残さず食べよう！３０・

１０運動」を推進する運動 

環境・地域エ

ネルギー課 
〇   〇 〇 ◎    

７ 
子ども・若者農業体

験事業 

農業体験や加工体験を通して、地域の農業、伝統文化、バラ

ンスの取れた食事の重要性を理解してもらい、地産地消を

推進する事業 

農政課 〇 〇  〇 〇 ◎  〇  

８ 
園児を対象とした

参加型環境教育事

業 

園児の食べ物に対する「もったいない」意識など、環境意識

の醸成を図るために、保育園・幼稚園の年長児を対象に「ご

みの分別と食べ残し」をテーマにした参加型環境教育を実

施する事業 

環境・地域エ

ネルギー課 
〇 ◎ 〇  ◎ ◎  〇  

◎：各分野の一覧に主要事業として事業名が掲載されているもの 

〇：各分野の一覧に事業名は掲載していないが、その分野に関連があるもの 

９ 



 

№ 事業名 事業概要 担当課 

１ 

子
育
て 

２ 

教 

育 

３ 

人
権
共
生 

４ 

社
会
教
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５ 
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食 

７ 

ス
ポ
ー
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８ 

地 
域 

 
 
 
 

文
化
芸
術 

 
 

 
・
歴
史 

９ 
小学校環境教育事

業 

子どもたちの食べ物に対する「もったいない」意識など、環

境意識の醸成を図るために、食品ロスをテーマとした環境

教育を行い、家庭への波及効果を狙う事業 

環境・地域エ

ネルギー課 
〇 ◎ 〇  ◎ ◎  〇  

10 
健康づくり学習の

推進事業 

生活習慣病の予防や健康管理等に関する専門知識を学ぶ講

座を開催する事業 

生涯学習課・

中央公民館 
〇 〇  〇  ◎ ◎ 〇  

 

  

９ 



 

 

分野７ スポーツ  

方針１ 市民皆スポーツの推進  

【現状と課題】 

○ライフスタイルの変化や情報端末の普及などにより、子どもたち

の運動機会が減少しています。幼少期から体を動かすことへの関

心を高め、運動を通して様々な人と交流を持てるような機会を提

供していくことが求められています。 

○スポーツに関心を持ってもらえる機会を提供し、誰もが生涯にわ

たってスポーツに親しむ多様な環境を整え、心と体の健康や体力

の保持増進、人や地域との交流の促進につなげていくことが必要

となっています。 

○年齢、性別、国籍、障がいの有無にかかわらず、共にスポーツを親

しむ環境を整備し、交流の機会を増やしていくことが求められて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向性】 

○スポーツを「する」「みる」「支える」ことができる環境を整備して

いきます。 

○誰もが生涯にわたって、スポーツに親しむ機会を創出し、心と体

の健康や体力の健康増進、人や地域との交流の促進を図ります。 

○地域やスポーツ団体と連携した健康教室や各種スポーツイベント

の開催、プロスポーツの活性化などを図り、市民がそれぞれの立

場でスポーツに関わることができるきっかけづくりを推進します。 

○家庭、学校、地域との連携・協働を通して、子どもたちに対して体

を動かすことの大切さや楽しさを、体づくりや健康促進、食育な

どの観点と結び付けながら伝えるなど、子どもたちの運動機会の

確保と充実を図ります。 

○ライフステージ、個人の体力、種目に応じて、気軽に楽しむことが

できるスポーツの機会の充実を図り、生涯にわたってスポーツを

継続できるような取組みを推進します。 

○パラスポーツを「知る」機会の充実を図ることで、年齢、性別、国

籍、障がいの有無にかかわらず、誰でも親しめるスポーツ活動を

推進します。 

 
 



 

【７－１ 主要事業一覧】 

№ 事業名 事業概要 担当課 

１ 

子
育
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教 
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化
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・
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１ 
健康づくり学習の

推進事業 

生活習慣病の予防や健康管理等に関する専門知識を学ぶ講

座を開催する事業 

生涯学習課・

中央公民館 
〇 〇  〇  ◎ ◎ 〇  

２ 
学校体育施設開放

事業 

地域住民の体育・スポーツ活動の場として、学校体育施設を

登録団体に計画的に開放する事業 
スポーツ推進課 〇 〇  〇   ◎ 〇  

３ 
各種スポーツ大会

の開催 

生涯体育の観点から、地区体育協会と連携を図りながら、各

種スポーツ大会を開催する事業 
スポーツ推進課    〇   ◎ 〇  

４ 
パラスポーツ普及

啓発事業 

誰もがスポーツに関心を持ち、生涯スポーツ・パラスポーツ

を通じた共生社会の実現の一助とする事業 
スポーツ推進課 〇 〇 〇 〇   ◎ 〇  

５ 
スポーツ推進委員

事業 

スポーツに深い理解と熱意のある方をスポーツ推進委員と

して委嘱し、地域スポーツに関する指導・助言や実技指導を

行う事業 

スポーツ推進課  〇  〇   ◎ 〇  

６ 
競技会・大会開催補

助事業 

競技スポーツの振興と充実を図るために、市内で開催され

るブロック大会以上の競技大会に対して、開催補助金を交

付する事業 

スポーツ推進課 〇 〇  〇   ◎ 〇  

７ 
大会出場祝金の交

付事業 

スポーツの振興を図るために、ブロック大会以上の各種競

技会に出場する市民に対して、祝い金を交付する事業 
スポーツ推進課 〇 〇  〇   ◎ 〇  

 

  

◎：各分野の一覧に主要事業として事業名が掲載されているもの 

〇：各分野の一覧に事業名は掲載していないが、その分野に関連があるもの 

９ 



 

 

分野７ スポーツ  

方針２ スポーツの魅力の発信  

【現状と課題】 

○多様なスポーツの情報発信の強化が求められています。 

○プロスポーツの持つ魅力を広く発信し、多くの市民が「する」「み

る」「支える」スポーツに関わるきっかけをつくっていくことが必

要となっています。 

○スポーツ大会やイベントを通して、人と人との交流や地域の活性

化につなげていくことが必要となっています。 

○子どもたちの運動機会の減少が、スポーツ離れを引き起こす要因

の一つとなっているという指摘がなされています。 

○各種のスポーツイベントや競技大会は多くのボランティア参加者

によって支えられており、ボランティア体制の強化が求められて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向性】 

○スポーツを「する」「みる」「支える」ことができる環境を整備して

いきます。 

○多様な市民ニーズに応えていくために、「する」「みる」「支える」

スポーツ活動を行う動機付けとなるような効果的な情報発信をさ

まざまな媒体を活用して行います。 

○スポーツ観戦の機会の充実、多彩なスポーツイベントの開催など、

プロスポーツに対する継続的かつ多角的な支援を通して、市内外

の交流人口の拡大と地域の活性化を図ります。 

○子どもたちの運動機会を増やしていくために、スポーツの楽しみ

や達成感を味わうことができる魅力のさらなる情報発信に努めま

す。 

○各種のスポーツイベントや競技大会におけるボランティア参加に

ついて、個人参加だけでなく、ボランティア集団・団体の組織化や

ＮＰＯ法人化を支援します。 

○地域やスポーツ団体と連携した健康教室や各種スポーツイベント

の開催、プロスポーツの活性化など、多くの市民が楽しみながら、

「する」、「みる」、「支える」スポーツに関わり、親しむ機会を創出

します。  



 

【７－２ 主要事業一覧】 

№ 事業名 事業概要 担当課 
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術 

 
 

・
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１ 
パラスポーツ普及

啓発事業 

誰もがスポーツに関心を持ち、生涯スポーツ・パラスポーツ

を通じた共生社会の実現の一助とする事業 
スポーツ推進課 〇 〇 〇 〇   ◎ 〇  

２ 
姉妹都市親善スポ

ーツ交歓大会の開

催 

姉妹都市提携を記念して、市民相互の親睦とスポーツ交流

により親交を深めるために、スポーツ交歓大会を開催する

事業 

スポーツ推進課  〇  〇   ◎  〇 

３ 都市間交流事業 
文化・観光交流協定に基づく文化・観光交流の一環として、

スポーツ交流事業を実施する事業 
スポーツ推進課  〇  〇   ◎  〇 

４ 
プロスポーツ賑わ

い創出事業 

プロスポーツを応援・観戦することにより、「みる」スポー

ツの機会を創出する事業 
スポーツ推進課  〇  〇   ◎ 〇  

５ 
松本マラソンの開

催 

大規模スポーツイベントの開催を通じて、ボランティアが

大会を支えて生まれる一体感ややりがいを広く発信し（「支

える」スポーツ）、スポーツへの関心を高めることで地域活

性化や交流促進につなげていくとともに、「するスポーツ」

の機会の創出を通して、健康づくりへの意識を高めスポー

ツの魅力を伝える事業 

スポーツ推進課    〇   ◎ 〇  

 

  

◎：各分野の一覧に主要事業として事業名が掲載されているもの 

〇：各分野の一覧に事業名は掲載していないが、その分野に関連があるもの 

９ 



 

 

分野７ スポーツ  

方針３ スポーツ団体・リーダー育成の推進  

【現状と課題】 

○競技スポーツや健康体力づくりを推進していくために、各種スポ

ーツの普及やスポーツ指導者の育成を支援しています。 

○市民の継続的なスポーツ活動には、リーダーシップやフォロワー

シップ、チームワークなどの考え方を取り入れたり、スポーツ科

学の知見を踏まえた指導者の育成、指導力の向上を行っていくこ

とが求められています。 

○多様化する市民ニーズに応じたスポーツの指導者や競技団体の受

け皿の整備を拡大していくことが必要となっています。 

○好きなスポーツをやりたくても学校部活動にないことから、諦め

ざるを得ない子どもたちに対するサポートのあり方を検討してい

くことが求められています。 

○中学校の運動部活動指導において、担当教科が保健体育でなく、

かつ、担当部活動の競技経験のない教員が部活動指導を行ってい

る現状です。また、休日の部活動指導にあたる時間が増加してお

り、教員の負担を軽減していくことが必要となっています。 

 

 

【施策の方向性】 

○スポーツ団体の継続的な活動を推進するために、リーダーシップ

やフォロワーシップ、チームワークなどの考え方を取り入れたり、

スポーツ科学の知見を踏まえた指導者の育成、指導力の向上を図

ります。 

○プロスポーツチームや各種競技団体による専門的な技術指導等の

提供を通して、競技スポーツ人口の拡大と技術力の向上を図りま

す。 

○大学、企業、学校、プロ等の団体の連携・協働を通して、各種スポ

ーツ競技の支援体制のあり方を検討します。 

○子どもたちをはじめ、すべての世代の市民が地域で多様な種目の

スポーツに取り組める環境を整備していくために、スポーツ協会、

総合型地域スポーツクラブなどに対する支援やスポーツリーダー

育成に対する支援を行います。 

○部活動指導のために時間外労働が増えている教員を支援するため

に、休日の部活動の地域移行について、家庭・学校・地域の理解と

協力が得られるような仕組みづくりを進めます。 



 

【７－３ 主要事業一覧】 

№ 事業名 事業概要 担当課 
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１ 
スポーツ団体に対

する団体補助事業 

スポーツ団体との連携を図るために団体運営補助金を交付

し、生涯にわたって健康で生きいきと暮らせる市民皆スポ

ーツのまちづくりを進める事業 

スポーツ推進課  〇  〇   ◎ 〇  

２ 
競技大会実行委員

会に対する支援事

業 

競技スポーツの振興と充実を図るために、実行委員会に対

する大会運営の財政的支援を行い、市民皆スポーツのまち

づくりを進める事業 

スポーツ推進課  〇  〇   ◎ 〇  

３ 
プロスポーツ地域

交流活動促進事業 

プロスポーツ選手が市内中学校部活動を指導し、「子どもの

スポーツ活動の推進」を図る事業 スポーツ推進課  〇  〇   ◎ 〇  

４ 
部活動指導員配置

事業 

教職員の負担軽減と中学生の部活動環境の充実のために部

活動指導員や地域アスリート、学生アスリートを配置する

事業 

学校教育課  ◎     ◎ 〇  

 

  

◎：各分野の一覧に主要事業として事業名が掲載されているもの 

〇：各分野の一覧に事業名は掲載していないが、その分野に関連があるもの 

９ 



 

 

分野７ スポーツ  

方針４ スポーツ施設等の環境整備  

【現状と課題】 

○スポーツを楽しみ、満足して施設を利用でき、さまざまな競技に

も対応できる施設・設備の整備・拡充が求められています。 

○施設の老朽化に対応し、利用者の事故防止、安全性に配慮したス

ポーツ施設の適切な維持管理が求められています。 

○施設のユニバーサルデザイン化や、障がい者も一緒に楽しめる環

境の整備を進めていくことが求められています。 

○指定管理者制度の導入により、サービスの向上や経費削減など民

間感覚を取り入れた施設運営を進めています。 

 

 

【施策の方向性】 

○市民が身近にスポーツを楽しむとともに、競技力向上につながる

ようスポーツ施設の整備を図ります。 

○公園や緑地、運動場など健康増進を図る施設に対して、適切な維

持管理を計画的に行い、多様なニーズ・利用状況を把握しながら、

将来を見据えた施設の整備や複合・集約化等を進めます。 

○スポーツ活動中の事故を防ぐため、さまざまな機器等の整備や適

切な管理を行います。 

○障がいの有無にかかわらず、スポーツに親しむことができるよう

に、施設の整備を図ります。  



 

【７－４ 主要事業一覧】 

№ 事業名 事業概要 担当課 
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・
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１ 
スポーツ施設整備

改修事業 

誰もが生涯にわたって身近な場所で、手軽にスポーツに親

しむことができ、いつでも、どこでも体力づくりや健康づく

りに参加できるための施設整備を計画的に進める事業 

スポーツ推進課    〇   ◎ 〇  

 

  

◎：各分野の一覧に主要事業として事業名が掲載されているもの 

〇：各分野の一覧に事業名は掲載していないが、その分野に関連があるもの 

９ 



 

 

分野８ 地域  

方針１ 放課後の子どもの居場所づくりの推進  

【現状と課題】 

○核家族化や共働き世帯の増加、地域のつながりの希薄化等により、

子どもたちが同年代や異年齢で交流し遊んだりさまざまな体験を

する機会や、地域の多様な大人たちと接することで社会性を身に

付ける機会が少なくなっています。 

○児童館・児童センター等では放課後留守家庭となる児童を対象に

放課後健全育成事業を行っていますが、利用者の増加に対して、

施設の老朽化・狭隘化等の環境整備が課題となっています。 

○家庭の経済的事情等により、食事などの生活支援や学習支援が必

要な子どもが増えてきています。 

○中学生や高校生、若者が、放課後や休日等に多様な人と交流する

場や機会が十分に整えられておらず、他者と協働して学ぶ機会や

豊かで幅広い人間関係を築く機会を保障していくことが求められ

ています。 

 

 

 

【施策の方向性】 

○子どもたちが家庭や学校以外で安全安心に自由に遊ぶことができ、

多様な人との交流や相談が日常的にできる第３の居場所づくり

（サードプレイス）に取り組みます。 

○児童館・児童センター等の放課後の居場所において、老朽化・狭隘

化に対する環境の整備、主体性を大切にしたさまざまな遊び・体

験・交流の機会の創出など、量・質的充実を図ります。 

○児童館・児童センターのニーズを地区公民館や福祉ひろばと共有

し、地域の特色を生かした遊び・体験・交流の機会を創出するな

ど、地域の子どもたちを地域社会全体で支える仕組みづくりを推

進します。 

○学校・家庭・地域が連携して、中学生や高校生、若者が多様な人や

社会とつながり合ったり、幅広い交流ができる場や機会を創出し

ます。 
 

  



 

【８－１ 主要事業一覧】 

№ 事業名 事業概要 担当課 

１ 

子
育
て 

２ 

教 

育 

３ 

人
権
共
生 

４ 

社
会
教
育 

５ 

自 

然 

６ 

食 

７ 

ス
ポ
ー
ツ 

８ 
地 

域 

 
 
 
 

文
化
芸
術 

 
 

・
歴
史 

１ 放課後子ども教室 
小学校の余裕教室や校庭等を利用し、地域住民の参加を通

して放課後の子どもの居場所を確保する事業 
こども育成課  ◎  〇    ◎  

２ 
児童館・児童センタ

ー整備事業 

地域の児童の遊びの拠点や放課後児童健全育成事業の実施

場所を整備する事業 
こども育成課 ◎ ◎ 〇 〇  〇  ◎  

３ 
児童館管理運営事

業 

市内 26 児童館・児童センターで、18 歳までの子どもに健全

な遊びの場を提供することを目的として、留守家庭児童対

策である「放課後児童健全育成事業」や未就園児とその保護

者のための「つどいの広場事業」を実施する事業 

こども育成課 ◎ ◎ 〇 〇  〇  ◎  

４ 
青少年の居場所づ

くり事業 

放課後や休日に気軽に立ち寄り仲間と一緒にスポーツをし

たり、交流の輪を広げたりすることができる場や機会を保

障する事業 

こども育成課  ◎ ○ ○   ○ ◎  

 

  

◎：各分野の一覧に主要事業として事業名が掲載されているもの 

〇：各分野の一覧に事業名は掲載していないが、その分野に関連があるもの 

９ 



 

 

分野８ 地域  

方針２ 学校・家庭・地域の連携・協働の推進  

【現状と課題】 

○学校は、ＩＣＴ教育など新しい学習指導要領への対応、複雑な事

情を抱える子どもや保護者への対応など、さまざまな課題に直面

しています。 

○家庭では、核家族化や地域のつながりの希薄化により、出産・子育

てに対する不安感や負担感が増し、孤立する家庭が増加していま

す。 

○地域では、家族形態やライフスタイルの変化とともに地域社会の

つながりの希薄化が進み、地域で子どもを育てるという考え方が

失われつつあります。 

○子育てを学校や家庭だけの問題と捉えず、地域社会全体で子ども

の育ちを支えていくことができる仕組みづくりが必要となってい

ます。 

 

 

 

 

 

【施策の方向性】 

○家庭・学校・地域や関係機関・団体などが連携して、地域社会全体

で子どもたちを見守り育てる意識を高めていく取組みを推進しま

す。 

○子どもたちの育ちや学びを地域社会全体で支えていくために、家

庭・学校・地域がともに育てたい子どものビジョンを共有し、保護

者や地域住民が学校運営に参画する「地域とともにある学校づく

り」を推進します。また、地域の人的・物的資源や特性を柔軟に活

用することで、魅力ある学校づくりを推進します。 

○教員本来の業務を遂行し、子どもと向き合う時間を確保するため

に、課外活動の指導の外部人材の活用、事務作業の効率化や支援

員の配置など、学校における働き方改革を進めます。 

○子どもたちがふるさとへの愛着や誇りを抱き、地域を構成する一

員として主体的に地域づくりに参画できるよう、学校の学習に地

域固有の人材・文化・資源を生かす取組みを地域と連携・協働しな

がら推進します。 

○家庭の教育力向上のため、地域におけるサポート人材の育成、相

談対応、学習機会の提供などの仕組みづくりを推進します。 

 

 

 



 

【８－２ 主要事業一覧】 

№ 事業名 事業概要 担当課 

１ 

子
育
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２ 

教 
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人
権
共
生 

４ 

社
会
教
育 

５ 

自 
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６ 

食 

７ 

ス
ポ
ー
ツ 

８ 
地 

域 

 
 
 
 

文
化
芸
術 

 
 

・
歴
史 

１ 
まつもと子どもス

マイル運動 

地域や家庭において大人が積極的に子どもと関わりを持

ち、共に笑顔で暮らせる地域社会を目指し、「スマイルバン

ド」（シリコン製リストバンド）を身に付けた大人が、子ど

もの登下校時の見守りや、声かけ・あいさつ等を行う事業 

こども育成課 〇       ◎  

２ 
松本版コミュニテ

ィスクール事業 

「松本版コミュニティスクール」の仕組みを活用し、地域・

保護者・学校などが子どもや地域に対する願いや思いを共

有し連携・協働しながら子どもを育てる「地域とともにある

学校づくり」を推進する事業 

生涯学習課・

中央公民館 
○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ 

３ 
子どもの支援・相談

スペース「はぐルッ

ポ」運営事業 

様々な事情で学校に通うことができない子どもや悩みを抱

えている子どものための居場所を提供し、一人ひとりの思

いに寄り添いながら、生活支援・学習支援・保護者支援を行

う事業 

こども育成課 ◎ ◎ ◎     ◎  

４ 
青少年育成センタ

ー運営事業 

青少年の健全育成と非行防止のために、市街地や地域での

街頭補導・環境浄化等を行ったり、隔月 1 回発行する「育成

センターだより」を通じた広報活動を行う事業 

こども育成課 〇 ○ ○ ○    ◎  

５ 
地区の皆さんと語

る会 

市民ニーズを教育施策に反映させるために、教育委員が市

民や各種団体等と様々な教育課題について意見交換するこ

とを通じて、地域に密着した教育行政の推進を図る事業 

教育政策課 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ◎ 〇 

６ 
学校の魅力化を推進

する取組み 

多様な学びのあり方の検討を通して、地域の物的・人的資源

や特性を生かした魅力ある学校づくりを推進していく取組

み 

教育政策課 〇 ◎ 〇     ◎  

 

  

◎：各分野の一覧に主要事業として事業名が掲載されているもの 

〇：各分野の一覧に事業名は掲載していないが、その分野に関連があるもの 

９ 



 

 

分野８ 地域  

方針３ 地域づくりの推進  

【現状と課題】 

○町会加入率が低下傾向にあり、役員の高齢化や担い手不足が深刻

化しています。 

○町会等の地域団体等の活動や地域課題の解決に関わる人が限られ

ており、若者や働き盛り世代など多様な世代が主体的に地域と関

わるきっかけづくりが必要となっています。 

○少子高齢・人口減少社会に対応したまちづくりに向けて、市民が

地域で学び、考え、具体的に実践する機会が必要となっています。 

○インターネット通販トラブルや特殊詐欺、悪質商法など消費者問

題が巧妙化しています。特に 18 歳成年時代においては、高齢者に

加え、高校生や若者がターゲットになりやすくなりトラブルに巻

き込まれるリスクが高まっています。 

○安全・安心な地域づくりのため、市民の防災・防犯意識の向上が求

められています。 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向性】 

○幅広い世代や立場の市民参画を図るために、地域づくりセンター

を中心として公民館や福祉ひろばと連携し、地域の創り手の育成

や多様性を認める地域づくりを推進します。 

○市民が学習活動を通して地域課題と向き合い、自らが地域課題の

解決に向けた学習機会を充実させ実践できるように、公民館活動

の充実を図ります。 

○松本らしい地域づくりを推進していくためには、町会や隣組等の

身近なコミュニティにおける住民同士の助け合いや支え合いが不

可欠であることから、町内公民館を活用し、より小さなコミュニ

ティの絆づくりに向けた支援を強化します。 

○子ども自身が子どもの権利を学ぶとともに、全ての大人が子ども

の権利に対する理解を深めていくために、一層の普及・啓発に取

り組み、地域社会全体で子どもに寄り添い、子どもの育ちと学び

を支える意識の醸成を図ります。 

○学校、地域、専門家、民間団体の連携・協働を通して、子どもの権

利に対する支援・協力体制を充実させ、相談窓口の拡充、学ぶ場や

居場所づくりなどを総合的に推進します。 

○文化財をはじめとする地域の宝について学ぶことで、自分の住む

地域に対する誇りや愛着を高め、地域づくりに関わる活動につな

げます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向性】 

○主体的な消費者として自らが判断し行動できるよう、消費者教育

の小中学生の早い時期からの拡充や高齢者を対象とした啓発など

を関係機関と連携しながら行い、消費者の自立支援や被害の未然

防止を図ります。 

○地区・町会での防犯活動を通して、地域ぐるみの防犯意識の醸成

を図ります。 

○出前講座や市防災連合会を通して、地域の防災活動の重要性を周

知し、地域の防災力の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

【８－３ 主要事業一覧】 

№ 事業名 事業概要 担当課 
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・
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１ 
子ども会育成連合

会支援事業 

伝統行事や夏祭りなど、地区ごとに子ども会活動を行って

いる各地区育成会の活動を支援する事業。地域のリーダー

の育成と資質向上のために、ジュニアリーダー会の活動を

支援する事業 

こども育成課 〇 〇 〇 〇    ◎  

２ 
地域課題学習等に

よる地域づくりの

推進 

地域課題の解決や地域づくり人材の育成を推進するため

に、公民館を中心に地域づくり学習会などを実施する事業 

生涯学習課・

中央公民館 
○ ○ ○ ◎    ◎ ○ 

３ 
大学・専門学校等と

の連携 

地域課題の解決や地域づくり人材の育成を推進するため

に、大学との共同研究等を進めるとともに、各種専門学校の

専門性を人材育成に活用するため、補助金交付等を行う事

業 

生涯学習課・

中央公民館 
○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ 

４ 
市民活動サポート

センター事業 

市民活動に関わる人材や団体を育成し、市民活動を推進す

るためのセミナーや講座の開催、団体間や様々な活動のネ

ットワーク化を図るための交流会等の開催のほか、助成金

やイベントなどの情報提供や相談業務を行う事業 

地域づくり課   ○ ○    ◎  

５ 公民館報の発行 
隔月で年間 6 回、公民館活動の実施状況、お知らせ等の情

報を提供する事業 

生涯学習課・

中央公民館 
 ○ ○ ◎    ◎ ○ 

６ 
公民館運営審議会

の運営 

総合的な地域づくり拠点としての公民館のあり方など、公

民館運営・機能等に関する審議を行う事業 

生涯学習課・

中央公民館 
○ ○ ○ ◎    ◎ ○ 

７ 
公民館委員会活動

の充実 

地区公民館活動の推進を図るために、公民館委員会の活動

を充実させ、市民の事業参画を図る事業 

生涯学習課・

中央公民館 
○ ○ ○ ◎   ○ ◎ ○ 

８ 

未来へつなぐ私た

ちのまちづくりの

集いの開催（公民館

研究集会・地域づく

り市民活動研究集

会合同開催） 

地域住民、市民活動団体、職員が一堂に会して、公民館活動

の検証や地域課題等について学び合い、お互いの理解を深

めることで、松本らしい地域づくりを推進していく事業 

地域づくり課 

生涯学習課・

中央公民館 

○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ 

◎：各分野の一覧に主要事業として事業名が掲載されているもの 

〇：各分野の一覧に事業名は掲載していないが、その分野に関連があるもの 

９ 



 

№ 事業名 事業概要 担当課 
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・
歴
史 

９ 
町内公民館業務の

振興 

町内公民館活動の充実を図るために、委託料を支出する事

業 

生涯学習課・

中央公民館 
○ ○ ○ ◎   ○ ◎ ○ 

10 
地域づくり推進事

業 

市と地域組織との関係の整理、地区の事務局体制の検討、地

区の課題の把握、市民や職員の意識啓発等を行い、地域の仕

組みづくり、庁内関係部署の連携強化、地区における行政支

援の体制づくりを推進する事業 

地域づくり課   ○     ◎  

11 
町内公民館と地区

公民館の連携強化 

町会や地区の抱える課題を掘り下げ、方策を議論する意見

交換や研修、相談業務等の充実を図る事業 

生涯学習課・

中央公民館 
○ ○ ○ ◎   ○ ◎ ○ 

12 
白骨温泉の噴湯丘

と球状石灰石保存

整備事業 

保存活用計画に基づき、教育や観光の面から地域振興に寄

与できるよう整備に取り組む事業 
文化財課  〇  〇 〇   ◎ 〇 

13 
まつもと文化遺産

活用事業 

松本市歴史文化基本構想・松本市文化財保存活用地域計画

に基づき、地域の指定・未指定文化財の保存活用を図る事業 
文化財課  〇  〇    ◎ 〇 

14 
松本藩領ミュージ

アム 

中信地区（江戸時代の松本藩領）を対象として歴史・民俗系

博物館と連携しながら、松本平の歴史・文化を学ぶ事業 
博物館  〇  〇    ◎ 〇 

15 
教育委員と他団体

との意見交換等 

PTA 連合会等の関係団体や外部団体、附属機関に対して、教

育委員会の取組みを説明し、各種団体と意見交換を行う事

業 

教育政策課 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ◎ 〇 

16 
学校の魅力化を推

進する取組み 

多様な学びのあり方の検討を通して、地域の物的・人的資源

や特性を生かした魅力ある学校づくりを推進していく取組

み 

教育政策課 〇 ◎ 〇     ◎  

17 
子どもの権利啓発

事業 

子どもの権利条例の基本理念に基づき、子どもに関わるす

べての大人が連携し、協働して、すべての子どもにやさしい

まちづくりを進めるために、子どもだけでなく、子どもに関

わる大人も含め、市民全体に、子どもの権利に対する理解が

広がるよう、積極的に普及・啓発に取り組む事業  

こども育成課 ○ ○ ◎ ○    ◎ ○ 

 

  

９ 



 

 

分野９ 文化芸術・歴史 

方針１ 文化芸術・歴史の魅力の発信  

【現状と課題】 

○文化財や史跡、歴史を知識として学ぶだけではなく、体験し、楽し

みながら学ぶ機運が高まっています。 

○地域に伝わる有形・無形の文化財を次世代に引き継ぐために、若

者世代に対する魅力発信が必要となっています。 

○街中での作品展示など、アウトリーチ活動が中心市街地の経済活

性化にもつながっており、新たな魅力発信の形として注目されて

います。 

○歴史文化基本構想や文化財保存活用地域計画により、身近に存在

する指定・未指定のさまざまな文化財を改めて知ることができる

ようになり、ふるさとへの誇りや愛着が高まることが期待されて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向性】 

○誰もが文化芸術や歴史的な文化財に親しみを持ち、その魅力を再

発見できる機会を創出し、興味・関心を持った人がより深く学び、

体験できる仕組みづくりに取り組みます。 

○「表現・学習・交流・鑑賞」の場の創出を通して、文化芸術は人と

人をつなぎ、生きがいやまちの活気づくりの基盤となるものであ

ることを発信する施策に取り組みます。 

○南・西外堀復元を始めとした松本城の歴史的遺構の復元整備と史

跡・公園の環境整備を一体的に進め、松本城の歴史的・文化的価値

を市民や観光客に発信する施策に取り組みます。 

○多言語解説の充実や施設・展示のユニバーサルデザイン化等によ

り、誰でも楽しめる施設整備を推進します。 

○これまで培われてきた伝統的な文化芸術を次世代へ引き継ぎ、発

展させるとともに、表現の自由を大切にしながら、独創的で創造

性豊かな新たな文化の交流が活発に行われる環境づくりに取り組

みます。 

○多彩な表現の交流や、さまざまな歴史遺産への興味を持った人を

つなぎ、学び合い、高め合える情報を集約し、より多くの人へ魅力

を発信する施策に取り組みます。 

○松本城の世界文化遺産登録を目指し、国宝五城の関係自治体と連

携し、登録に必要な調査研究や普及啓発事業を着実に進めます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向性】 

○文化財の保存・継承・活用には、文化財に対する理解・愛着を深め

てもらうことが不可欠なため、保存活用や発掘調査の成果を広く

公開したり、地域に点在する文化財をデジタルデータで保存して

幅広い世代が気軽に情報へアクセスできる環境を整えるなど、市

民や民間企業・団体等が主体的に文化財保護活動に参加する機運

を醸成します。 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

【９－１ 主要事業一覧】 

№ 事業名 事業概要 担当課 

１ 

子
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て 
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会
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ー
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文
化
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術 

 
 

・
歴
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１ 
美術・博物館資料の

収集事業 

松本市美術館・松本市立博物館の収集方針に基づき、かけが

えのない美術遺産・博物館資料を収集し、次世代に引き継ぐ

事業 

美術館  ○      ○ ◎ 

２ 展覧会開催事業 

国内外の優れた美術や郷土に密着したテーマの展示など、

地域の総合美術館としての特色を生かした展覧会を開催す

る事業 

美術館  ○      ○ ◎ 

３ 
まつもと市民芸術

館の自主事業 

市民福祉の増進や文化芸術の振興のために、創造発信型事

業、鑑賞・招へい型事業、教育普及・育成・市民参加型事業、

アウトリーチ事業を行う事業 

文化振興課  〇  ○    ○ ◎ 

４ 
博物館施設全体事

業の広報 

広報まつもと、まるごと博物館行事案内等に関わる広報事

業 
博物館  ○  ○    ○ ◎ 

５ 
松本城歴史資料保

存事業 

藩主戸田家関係文書（徳川林政史研究所所蔵）の複写の入手

など、松本城の調査研究のために必要な古文書・絵図の収

集・保存・活用を図る事業 

文化財課  ○  ○     ◎ 

６ 
松本城各種行事運

営事業 

松本城の魅力向上による誘客促進や市民の松本城への愛着

を醸成していくために、松本城を会場とする各種行事（夜桜

会、薪能、古式砲術演武、お城祭りなど）を開催する事業 

松本城管理課  ○  ○    〇 ◎ 

７ 展覧会開催事業 
博物館資料の収集・調査研究を基盤とし、人の交流・観光を

意識した展覧会を開催する事業 
博物館 ○ ○  ○    ○ ◎ 

 

  

◎：各分野の一覧に主要事業として事業名が掲載されているもの 

〇：各分野の一覧に事業名は掲載していないが、その分野に関連があるもの 

９ 



 

 

分野９ 文化芸術・歴史 

方針２ 文化遺産の保存と活用  

【現状と課題】 

○松本市には、先人の努力によって今日まで大切に引き継がれてき

た多くの文化財や歴史的建造物が存在します。それらの文化財を

保存しておくだけでなく、その価値を次世代へ引き継ぐためにも、

まちづくりや学習活動に活用していくことが求められています。 

○歴史的な建造物や史跡は、維持管理に多額の経費が掛かるため、

保存が危ぶまれるケースがあります。 

○観光客等の利用者の安全を守り、地震や火災等の災害から守るた

めに、歴史的な建造物や史跡は文化財的価値を損なわない耐震補

強や防火設備の整備が必要となっています。 

○松本城をまちの賑わい創出に活用するなど、新たな価値と歴史的

遺構保存のバランスを見極めながら、堀の浚渫や周辺の環境整備

に取り組むことが求められています。 

○松本城の恒久的保存、次世代への継承、その周辺の歴史的景観保

全のために、世界遺産登録を目指した取組みが求められています。 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向性】 

○文化財保存活用地域計画のもと、市域に存在する有形・無形の文化

財の一体的な把握に努め、調査・保存・活用を進めます。また、文

化財を観光や地域の歴史学習等に活用することで、新たな価値を生

み出していきます。 

○文化財の保存・継承・活用には、文化財に対する理解・愛着を深め

てもらうことが不可欠なため、保存活用や発掘調査の成果を広く公

開し、地域に点在する文化財をデジタルデータで保存して幅広い世

代が気軽に情報へアクセスできる環境を整えるなど、市民や民間企

業・団体等が主体的に文化財保護活動に参加する機運を醸成します。 

○南・西外堀復元を始めとした松本城の歴史的遺構の復元整備と史

跡・公園の環境整備を一体的に進め、松本城を学びの場や憩いの場

として活用し、歴史的・文化的価値を高める施策に取り組みます。 

○松本城の世界文化遺産登録を目指し、国宝五城の関係自治体と連携

し、登録に必要な調査研究や普及啓発事業を着実に進めます。 

○古文書、絵図などの歴史資料や発掘調査等の調査研究に引き続き取

り組みながら、その研究成果を市民が楽しみながら学び、より深く

知りたくなるような公開方法を検討していきます。 

○災害時の来場者の安全確保と文化財の喪失を防ぐために、文化財的

価値を損なわない耐震補強工事や防火設備の更新等を計画的に進 

 めます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向性】 

○地域に点在する文化財をデジタルデータで保存するなど、大切な文

化を次世代へ引き継ぐ仕組みづくりに取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

【９－２ 主要事業一覧】 

№ 事業名 事業概要 担当課 
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１ 
文化財記録保存事

業 

市内の無形民俗文化財や近代化遺産等、今後失われるおそ

れや変容のおそれがある文化財の現状を記録し、保存・伝承

を図る事業 

文化財課        〇 ◎ 

２ 
指定文化財保存等

活動団体補助事業 

指定文化財を地域で保存していくための活動を行っている

団体に対して、補助金を交付する事業 
文化財課    〇    〇 ◎ 

３ 
文化財指定等推進

事業 

貴重な文化財について国・県・市の文化財指定等を進め、保

存活用を図る事業 
文化財課        〇 ◎ 

４ 
文化財建造物の耐

震診断 

市が所有する国・県・市指定の文化財建造物の耐震診断や耐

震対策の実施・指導を行う事業 
文化財課        〇 ◎ 

５ 
文化財保存活用推

進事業 

文化財パトロール、文化財の環境整備、講演会等を松本市地

域文化財連絡協議会に委託して推進する事業 
文化財課    〇     ◎ 

６ 
市所有文化財保存

整備事業 
市が所有する文化財の保存整備を計画的に実施する事業 文化財課  〇      〇 ◎ 

７ 文化財修理事業 
指定文化財の保存のための修理に対して、補助金を交付す

る事業 
文化財課        〇 ◎ 

８ 
史跡弘法山古墳再

整備事業 

国史跡弘法山古墳について、保存活用計画等の策定を経て

再整備を行う事業 
文化財課  〇   〇   〇 ◎ 

９ 南・西外堀復元事業 

「松本城およびその周辺整備計画」や「松本市歴史的風致維

持向上計画」に基づき、都市計画道路内環状北線整備事業と

一体的に南・西外堀を復元する事業 

文化財課         ◎ 

10 石垣修理事業 

平成 14 年～15 年度に実施した史跡松本城石垣現況調査の

結果に基づき、危険度の高い石垣から石垣の修理を計画的

に進める事業 

文化財課         ◎ 

11 
松本城天守耐震対

策事業 

平成 26～28 年度に実施した耐震診断結果に基づき、松本城

天守の耐震対策工事を実施する事業 
文化財課         ◎ 

◎：各分野の一覧に主要事業として事業名が掲載されているもの 

〇：各分野の一覧に事業名は掲載していないが、その分野に関連があるもの 

９ 



 

№ 事業名 事業概要 担当課 
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12 堀浄化対策事業 
松本城の堀内の堆積物除去（しゅんせつ）に計画的に取り組

み、松本城の歴史的景観の向上を図る事業 
文化財課         ◎ 

13 
松本城黒門・太鼓門

耐震対策事業 

地震時の来場者の安全確保を目的に、松本城黒門・太鼓門の

耐震診断を実施し、その結果に基づく耐震対策を行う事業 
文化財課         ◎ 

14 
松本城防災設備整

備事業 

防災に対する取組みを強化するために、松本城の防災設備

の見直しを図る事業 
文化財課         ◎ 

15 
松本城世界遺産登

録推進事業 

世界遺産登録のために、必要な調査研究や市民への普及啓

発を実施する事業 
文化振興課  〇      〇 ◎ 

16 
旧開智学校校舎耐

震対策事業 

旧開智学校校舎の耐震対策工事を実施し、文化財の保存・整

備を図る事業 
博物館        ○ ◎ 

17 
旧開智学校校舎防

災設備整備事業 

旧開智学校校舎防災計画に基づき、防災設備の改修・整備を

行う事業 
博物館        ○ ◎ 

18 
小笠原氏城館群史

跡整備事業 

国史跡小笠原氏城跡（井川城跡、林城跡）について、整備基

本計画の策定を経て整備を行う事業 
文化財課  ○  ○    〇 ◎ 

19 
殿村遺跡史跡整備

事業 

殿村遺跡について、史跡指定、保存活用計画の策定を経て整

備を行う事業 
文化財課  ○  ○    〇 ◎ 

 

  

９ 



 

 

分野９ 文化芸術・歴史 

方針３ 表現・学習・交流・鑑賞の場づくりの推進  

【現状と課題】 

○松本市は、セイジ・オザワ 松本フェスティバルや信州・まつもと

大歌舞伎、草間彌生作品など、優れた文化芸術を身近に鑑賞でき

る恵まれた資源を持っています。 

○子どもたちが地域の歴史等に興味を持てるような教材（小学生の

副読本『わたしたちの松本市』、『私たちの松本城』等）を作成し、

故郷に対する誇りや愛着を育む機会を提供しています。 

○表現・学習・交流・鑑賞の場は充実してきていますが、それらを結

び付け一体的に取り組む施策が必要となっています。 

○子どもたちが学校や家庭をはじめ、様々な場所で文化芸術に親し

み、自分が感じたことを色々な方法で表現・交流する楽しさや体

験する場や機会を創出していくことが求められています。 

○文化芸術・歴史の親しみ方は人によって異なるため、多様な楽し

み方ができる場づくりが求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の方向性】 

○幅広い文化芸術・歴史に触れられる機会を創出するとともに、優れ

た作品や様々な歴史的な価値に多くの人が気軽に触れられる施策

に取り組みます。 

○誰かと意見交換しながらにぎやかに鑑賞できる日と、一人静かに内

面と向き合いながら鑑賞する日を設けるなど、多様な鑑賞ニーズに

応じたアプローチを検討していきます。 

○子どもの発達段階に応じてさまざまな文化芸術・歴史に楽しく触れ

あえる機会を創出し、子どもの意欲を引き出せるように関係職員の

資質・能力の向上を図ります。 

○活動の展示・発表や、表現・交流することができる場や機会を創出

するとともに、さまざまなニーズにあった学習プログラムを提供し

てきます。 

○市民や各種団体と連携し、さまざまな活動を広く発信し、地域に開

かれた親しみやすい交流の場や触れ合いの機会の充実を図り、生き

がいや地域の活性化につなげます。 

○基幹博物館と分館の計画的な施設整備を図るとともに、各館の特色

を発揮できる事業を連携して取り組み、松本全体が屋根のない博物

館である「松本まるごと博物館構想」の充実を図ります。 

 

 

  



 

【９－３ 主要事業一覧】 

№ 事業名 事業概要 担当課 
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１ まつもと演劇祭 
まつもと演劇連合会等で構成された実行委員会に補助金を

交付する事業 
文化振興課 ○ ○  ○    〇 ◎ 

２ 国際音楽祭事業 

「楽都」松本としての実践活動である「セイジ・オザワ 松

本フェスティバル」への共催・支援協力を行うとともに、独

自の関連事業を展開し、音楽文化の発展と地域の振興を図

る事業 

国際音楽祭推

進課 
○ ○  ○    ○ ◎ 

３ 教育普及事業 
参加・体験型のワークショップや講座など、子どもから大人

まで美術の実践のきっかけを提供する事業 
美術館 ○ ○  ○    ○ ◎ 

４ 市芸術文化祭 
市内で市民芸術・文化活動を専門的に行っている団体・個人

が互いの活動を披露する機会を設ける事業 

生涯学習課・

中央公民館 
○ ○  ○    ○ ◎ 

５ 子ども交流事業 

松本市の子どもたちが、子どもの権利を推進している自治

体の子どもたちと意見交換や異なる文化や自然に触れる体

験を通して、互いの交流を深める事業 

こども育成課 ○ 〇 〇 ○ 〇 ○ ○ 〇 ◎ 

６ 
子ども情報誌「集ま

れ松本キッズ」の発

行 

子どもの体験活動や家庭教育に関する情報を掲載した子ど

も向け情報誌を発行する事業 
こども育成課 ○ ○ 〇 〇 〇 ○ 〇 ○ ◎ 

７ 
わら細工と昔の遊

び道具作り講座 

伝統的な遊びや技術・文化の継承とものづくりへの関心を

高めてもらうために、地元山辺地区の住民を講師に迎えて、

しめ縄作り等の体験学習を行う事業 

博物館 ○ ○  ○    ○ ◎ 

８ 
地域文化事業の振

興 

市民の主体的・日常的な文化活動を促進・支援し、創作活動

の発表の場と鑑賞の機会拡充を図るとともに、各種文化事

業の実施や団体主催事業の後援など、市民文化の普及と向

上を図る事業 

生涯学習課・

中央公民館 
○ ○  ○    ○ ◎ 

９ 
松本城学びと研究

事業 

松本城の歴史的・文化財的価値の理解を図るために、松本城

講座、天守床磨き、夏休み子ども勉強会などの学習の機会を

提供する事業 

松本城管理課 ○ ○  ○    ○ ◎ 

◎：各分野の一覧に主要事業として事業名が掲載されているもの 

〇：各分野の一覧に事業名は掲載していないが、その分野に関連があるもの 

９ 



 

№ 事業名 事業概要 担当課 
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10 
基幹博物館整備事

業 

松本まるごと博物館構想の拠点となる基幹博物館につい

て、基本構想・計画に基づき、松本城周辺整備計画等と整合

を図りながら整備を進める事業 

博物館 ○ ○  ○    ○ ◎ 

 
 

９ 



 

 

 

報告第 １ 号 

 

今後のコミュニティスクール事業のあり方検討について 

 

１ 趣旨 

  コミュニティスクール事業に関するアンケート結果及び他市の取組状況等を踏まえ、コ

ミュニティスクール事業のあり方検討会を立ち上げ、今後の松本版コミュニティスクール

事業の方向性等を検討することについて報告するものです。 

 

２ 経過 

３． ３．１０ 市議会２月定例会 阿部議員一般質問において、松本版コミュ

ニティスクールの理念を大切に、国型のコミュニティスクールへ

の移行を検討する旨を答弁 

８．３０ 校長会との合同予算会議において、あり方検討会を設置し、従

来の松本版、国型にとらわれず、松本市にとって良い形を選択し

たい旨を回答 

１１ コミュニティスクール事業に関するアンケート実施 

４． １．１１ 校長会において、コミュニティスクール事業に関するアンケー

ト結果及び今後のあり方検討について報告 

１９ 公民館長会において、コミュニティスクール事業に関するアン

ケート結果及び今後のあり方検討について報告 

 

３ コミュニティスクール事業に関するアンケート調査の実施及び結果の概要 

  別紙のとおり 

 

４ コミュニティスクール事業のあり方検討会の概要 

 ⑴ 委員構成 

   学校、公民館、関係課職員、地域の代表 

 ⑵ 主な検討内容 

  ア 「松本版コミュニティスクール事業」の評価と改善点 

  イ コミュニティスクール運営委員会の会議の持ち方 

  ウ 国型コミュニティスクールの制度研究及び導入のメリット・デメリット 

  エ 学校・地域の負担軽減 

  オ 今後のコミュニティスクール事業の方向性 

 

教育委員会資料 
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生涯学習課・中央公民館 



 

⑶ スケジュール案 

     内容 時期 

１回目 ・アンケートとりまとめ結果の報告 

・意見交換による課題整理 

Ｒ４．１ 

２回目 ・今後の方向性骨子検討 Ｒ４．２ 

３回目 ・今後の方向性骨子検討 Ｒ４．３ 

－ ・校長会・公民館長会合同研修会 

 ⑴ あり方検討会の中間報告 

 ⑵ 意見交換 

Ｒ４．４ 

４回目 ・合同研修会を踏まえた検討 Ｒ４．４～５ 

５回目 ・今後の方向性 まとめ Ｒ４．６ 

 

 

担当 生涯学習課・中央公民館 

課長 高橋 伸光 

電話 ３２－１１３２ 



（別紙） 

コミュニティスクール事業に関するアンケート調査の実施及び結果の概要 

 

１ 実施の概要 

 ⑴ 時期 令和３年１１月 

 ⑵ 対象 

ア 小中学校（４８校、うち回答は４５校。安曇・奈川は小中学校合同で回答） 

イ 地区公民館（３５地区、うち回答は３５地区） 

ウ コミュニティスクール運営委員（１９２名、うち回答は１０５名） 

 ⑶ 方法 ながの電子申請サービスやＦＡＸ等で回答 

２ 結果の概要 

⑴ コミュニティスクール運営委員会について 

  ア コミュニティスクール運営委員会の開催状況等  【学校のみ】 

   (ｱ) 令和元年度 

 1 回 ２回 ３回 

予定 ０ ２３ ２２ 

実施 ３ ２８ １４ 

(ｲ) 令和２年度 

 ０回 １回 ２回 ３回 

予定 ０ ０ ２１ ２４ 

実施 １３ １５ １２ ５ 

→年２～３回。Ｒ２年度はコロナ禍で思うように開催できない状態 

  イ コミュニティスクール運営委員会で感じていること【学校、公民館、運営委員】 

   (ｱ) 活発な議論ができているか 

 合計 学校 公民館 運営委員 

十分できている 
２９ 

(16%) 
８ ２ １９ 

まあまあできている 
８８ 

(47%) 
２６ １２ ５０ 

どちらともいえない 
３８ 

(20%) 
６ ９ ２３ 

あまりできていない 
３１ 

(17%) 
５ １３ １３ 

合計 １８６ ４５ ３６ １０５ 



   (ｲ) (ｱ)の理由等 

     ・「できている」「まあまあできている」が過半数 

     ・一方で、コロナ禍を理由にできていないとの回答が多い。また、回数や時間が 

少なく、説明や計画を聞くだけで形骸化しているという意見も 

   (ｳ) どうしたら熟議が進むと思うか 

     ・（回数・時間・場所）開催回数・開催時間を増やす、学校以外での開催、リモ

ート会議で参加しやすくした方が良い。 

・（開催方法）少人数に分かれてのグループワーク、テーマを絞って具体的な議 

論をする、ワークショップ的な手法の導入など 

・（学校や公民館、委員のあり方）情報提供や連携を密にする、それぞれが主体 

的に参加する意識を持つ。 

     ・（構成メンバー）保護者や熱意のある有志を委員にする。 

     ・現状のままでよいという意見もあった。 

  ウ 運営委員会の悩みや課題など【学校、公民館、運営委員】 

   ・コロナ禍での事業実施に難しさがある。 

   ・メンバーの高齢化、後継者不足などが課題 

   ・学校、公民館、地域それぞれに温度差があり、ミスマッチがある。 

   ・学校の負担が多く、疲弊している。 

⑵ 予算関係 

  ア 現在配当の報償費、消耗品費、印刷製本費以外に必要な費目は？【学校、公民館】 

 合計 学校 公民館 

ある １５ ６ ７ 

なし ６９ ３９ ３０ 

合計 ８４ ４５ ３７ 

    「ある」と回答：保険料、費用弁償、学習支援用消耗品費、ボランティアスタッフ

への謝金、負担金、運営委員への報償費 

イ コミュニティスクール事業費は十分？ 【公民館のみ】 

十分 ２１ 

不足 １４ 

合計 ３５ 

   「不足」と回答：報償費、事業費全般、消耗品費 

 

 

 

 



⑶ その他  

ア 文部科学省の「学校運営協議会」の機能で、導入に不安と感じるものは？（複数回

答可） 【学校、公民館】 

  (ｱ) 集計 

 合計 学校 公民館 

教育委員会からの委嘱 
１３ 

(11%) 
５ ８ 

市規則として定められること 
１５ 

(12%) 
６ ９ 

特別職の公務員になること 
２０ 

(16%) 
５ １５ 

教職員の任用について意見で

きるようになること 

６１ 

(50%) 
３５ ２６ 

その他 
１３ 

(11%) 
４ ９ 

合計 １２２ ５５ ６７ 

   (ｲ) (ｱ)の理由 

・「教職員の任用について意見できる」は、学校側には不安を感じている意見が

多く、公民館側からはコミュニティスクールの関わりのみで任用についての意

見をすることは重いなどの意見が出されている。 

・地域ごとの特色がなくなることや、気軽に参加できなくなること、これまでの 

運営委員会と大きく変わってしまうことについての不安 

・コーディネーターや学校の負担の増加に対する不安 

  イ 文部科学省の示すコミュニティスクールを取り入れている学校に赴任したこと 

は？【学校のみ】 

   (ｱ) 集計 

経験あり １２ 

経験なし ３２ 

合計 ４４ 

   (ｲ) メリット 

・校内にコーディネーターの席があり、日常的に相談しやすく進めやすい。 

・コーディネーターが学校の実状をわかっていて、ニーズも把握してくれる。 

・教職員に異動があっても、運営協議会の委員が地区にいて学校と地域の連携が 

途切れない。 

     ・学校単独の要望ではなく、地区要望として行政に働きかけができる。 

     ・統括コーディネーターが、他校との連絡・調整をおこなってくれた。 

 



(ｳ) デメリット 

・会議の回数や時間が増える、研修や報告会が多く大変 

・学校を拠点とした地域の活動のため、教職員が土日も対応した。 

・コーディネーター、公民館長、学校関係者、委員が同じ意識でやることが難し 

い。 

・２月頃に開催する会議で次年度の学校運営計画の承認を受けなければならな 

い。 

  ウ 文部科学省の示す「学校運営協議会」の導入について、現時点での率直な意見は？ 

【公民館のみ】 

(ｱ) 集計 

導入すべき 
１ 

(3%) 

メリットがあれば導入すべき 
１０ 

(26%) 

導入すべきでない 
１０ 

(26%) 

よくわからない 
１７ 

(45%) 

合計 ３８ 

   (ｲ) 「導入すべき（「メリットがあれば導入すべき」も含む。）」の理由 

     ・財政面でのメリットがある。 

     ・現在の形を大事にしたうえでの導入であれば良い。 

   (ｳ) 「導入すべきでない」の理由 

    ・法令に縛られることなく柔軟に実施してきた経過がある。 

・変える目的と効果をはっきりさせないと、ただ役割が増える。 

・現場の負担増・混乱を招くことになるのではないか。 

 エ 特徴的な活動 【学校、公民館】 

・地域資源を活用しての学習活動（登山、特産農作物の栽培、食育学習、自然学習、 

地域文化財、歴史探訪など） 

・登下校の安全・見守り活動 

・学校開放（放課後や休日の空き教室を開放し、地域と子どもたちが交流する活動） 

・地域と学校が連携した防災学習（避難所開設訓練など） 

・地域行事への生徒の参加と、地域住民による生徒の取組評価 

オ 今後のコミュニティスクール事業の発展のため、「社会に開かれた教育課程」の実

現のため、必要なことは？ 【学校、公民館】 

   (ｱ) 運営委員やコーディネーターの人選について 

     ・学校教育に理解や熱意のある人を運営委員にすること 

     ・地域特性や学校の実状を知る専任のコーディネーターの設置 



     ・高齢化したメンバーの後継者を見つけること 

  (ｲ) 情報提供・情報共有・学校と地域の関係構築について 

     ・学校が困っていることなどをオープンに地域に知らせていくこと 

     ・地域の人が学校に気軽に来て、学校や児童・生徒と顔の見える関係ができやす 

くする仕組みづくり（学校開放など） 

・学校、児童・生徒が地域に関わりをもつこと、運営委員をはじめとした地域住 

民も学校に積極に関わり、相互に理解をすること 

     ・学校職員、地域住民、保護者が「地域ぐるみで子どもを育てる」ことを理解す 

るための研修を行うこと 

・地域と学校がめざす子どもの姿を共有し設定していく仕組みづくり 

   (ｳ) 新しいことを始められる土壌づくり 

・学校の働き方改革が叫ばれる中、現状のままで事業を進めることは学校の負担 

増にしかならない。学校側に余裕が生まれるための工夫が必要 

・教職員の時間的・精神的ゆとりが持てる環境づくり 

・学校と地域のニーズにあったＷＩＮ－ＷＩＮの活動ができること 

・事業を評価し（児童・生徒の育ち、地域の関わり方など）成果と改善点を明ら 

かにし、次につなげていくこと 



教育委員会資料 
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報告第 ２ 号 

令和４年松本市成人式の開催結果について 

 

１ 趣旨 

令和４年松本市成人式の開催結果について周知するものです。 

 

２ 式典概要 

⑴ 日時   令和４年１月９日（日） 

第１部 式典 １１時００分～１１時３５分 

第２部 式典 １５時００分～１５時３５分 

⑵ 会場   松本市総合体育館 メインアリーナ 

⑶ 対象   第１部  清水中、鎌田中、丸ノ内中、旭町中、松島中、高綱中、 

信明中、女鳥羽中、附属中、才教学園、養護学校 

第２部 菅野中、筑摩野中、山辺中、明善中、開成中、会田中、 

梓川中、波田中、安曇中、大野川中、奈川中、鉢盛中、 

秀峰中等教育学校、養護学校 

⑷ 主催   松本市・松本市教育委員会 

⑸ 企画運営 令和４年松本市成人式実行委員会（新成人 １１人） 

⑹ 実績 

 年度 参加者 対象者 出席率 

令和４年 １，８０１人 ２，３１８人 ７７．７％ 

令和２年 １，９３８人 ２，３４２人 ８２．７％ 

令和元年 １，８６０人 ２，３２８人 ７９．９％ 

  

３ 実施状況 

⑴ 新型コロナウイルス感染症対策を徹底しながら、式典を初めて 2 部制で開催し

ました。 

⑵ 式典の第１部は９０１人、第２部は９００人で、合計１，８０１人が出席しま

した。前回より参加者は減りましたが、例年と大差ない出席率となりました。 

⑶ 実行委員が企画・作成した、陸上競技選手のデーデー・ブルーノさんの新成人

へのお祝いメッセージ及び新成人の将来の夢についての一言フリップ映像を上

映しました。 

⑷ 記念品のオリジナルフォトフレームは、新成人がデザインした北アルプスを通

して松本を思い、大切な 1 枚を飾って欲しいとの思いが込められています。素材

は、環境負荷に配慮したラバーウッドで式典当日に新成人へ配付しました。 

⑸ 漫画「orange」の作者・高野苺さんからフォトフレームの台紙を作画いただき

ました。 

⑹ 昨年の松本市の新成人で、ダンサーのアオイヤマダさんから、パフォーマンス

と、新成人への力強いメッセージをいただきました。 

 



担当 生涯学習課   

課長 高橋 伸光                          

電話 ３２－１１３２ 

 

４ その他 

令和３年成人式は、新型コロナウイルス感染拡大の中で一回延期としたのち、結

果として中止となりましたが、対象となる皆さんなどから改めて機会を設けてほしい

との声が寄せられていることから、令和４年度中に成人式に準じた機会を設けること

を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   



 

 

 

 

 

 

成人式記念品 



 

 

 

 

周知事項 １ 

 

未来へつなぐ私たちのまちづくりの集い～第３７回公民館研究集会 令和３年度

地域づくり市民活動研究集会～の開催について 

 

１ 趣旨 

「学びと自治」を共通テーマに、地域住民や学生、市民団体、企業など様々な立場

の住民と職員が一堂に会し、まちづくりの取組みや課題を持ち寄り、話し合い、ヒト・

モノ・コトの「つながり」やそれぞれの活動を発展させていく「気づき」を生み出す

ことを目的に開催します。 

 

２ キーワード 

 ⑴ 個々の「違い」を認め合い、その「違い」を生かし力に変えていく多様性あふれる

まちづくり 

 ⑵ 自分たちの暮らす社会（コミュニティ）と向き合い、多様な人びとと考え話し合い、

行動していく力「学びと自治」 

 

３ 日時  令和２年２月２０日（日） ９時３０分から１６時３０分まで 

 

４ 会場  松本市中央公民館（Ｍウイング） ６階ホールほか 4 会場 

 

５ 主催  松本市・松本市教育委員会・松本市地域づくり研究連絡会 

 

６ 主管  未来へつなぐ私たちのまちづくりの集い実行委員会 

 

７ 日程 

9：00 9：30～9:45 9:50～11:50 11:50～13:00 13:00～16:30 

受付 開会式 基調講演 昼食・休憩 分科会 

 

８ 主な内容 

⑴ 基調講演・パネルディスカッション 

ア 講師・コーディネーター  松本大学総合経営学部 松田 武雄 教授 

イ パネリスト 寿台ハッピー食堂 コーディネーター 設楽 秀子 氏 

なかやま体験フェスタ 中山公民館長 鈴木 幹夫 氏 

          地域のなかでの多文化共生 NPO 法人中信多文化共生ネットワー

ク 野村 ロセルダ 氏 

教育委員会資料 
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生涯学習課・中央公民館 



ウ 演題  「多様性のなかの『学びと自治』」 

エ 実施形式  各会場を Zoom でつなぐほか、YouTube でライブ配信します。 

⑵ 分科会 

ア 各地区から収集した５０以上の実践事例の中からテーマを設定し、６の分科会

を開催します。（詳細 別紙チラシのとおり） 

イ 分科会の実施形式によっては、Zoom を併用したハイブリット形式で開催します。 

 

９ 周知方法 

⑴ 広報まつもと２月号 

⑵ 公民館報まつもと１月３０日号 

⑶ 学びの森いんふぉめーしょん２月号 

⑷ ＦＭまつもと２月３日放送 

⑸ 市ホームページ  

⑹ 実行委員会 Twitter・Instagram 

⑺ プレスリリース 

⑻ チラシ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 生涯学習課・中央公民館 

課長 高橋 伸光 

電話 ３２-１１３２ 

一人ひとりが、あたりまえのことをこつこつと続けて、かけがえのないいのち生きいきとかがやくように… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 



 

 

 

周知事項 ２ 

 

松本市図書館インターネットサービスの一時停止について 

 

１ 趣旨 

蔵書検索・資料貸出などに利用している図書館システムの更新を行うため、一時的に

インターネットサービスを停止することについて周知するものです。 

 

２ サービス停止日時 

令和４年２月２５日（金）終日（図書館休館日） 

 

３ 停止するサービス 

図書館の蔵書に関わるインターネットサービス全般 

（蔵書検索・予約・利用状況確認・貸出期間延長など） 

図書館ホームページ内のお知らせ・開館カレンダーの閲覧は可能です。 

 

４ システム更新内容 

⑴ 図書館で登録管理している資料データの規格を、「日本目録規則」最新２０１８年

版に対応させるためのシステムバージョンアップ 

⑵ 検索性向上のためのデータ項目追加 

 

５ 周知方法 

⑴ 広報まつもと２月号へ掲載 

⑵ 松本市図書館ホームページへ掲載 

⑶ 館内掲示 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会資料 

４．１．２７ 

中央図書館 

「学都松本へ」 

一人ひとりが あたりまえのことをこつこつと続けて かけがえのないいのち 生きいきとかがやくように

… 

●わたしは  こころをみがき、からだを使おう 
●あなたに  あいさつをしよう 
●このまちを きれいにしよう 

担当 中央図書館 

館長 小西 えみ 

電話 ３２－００９９ 


