
  

広島県立生涯学習センター                                                                           

ぱれっとひろしま 

活力ある人づくりと人を活かす社会づくりをめざして，県民の生涯学習活動の促進を図ります 

 

 講義 「国・県の動向」 
 講義・演習 
  これからの「地域づくりセンター」を考える 
           

北広島町社会教育委員及び 
関係職員合同研修  

令和元年10月29日（火） 



国の動向 
   

  ・第３期教育振興基本計画 

    ・人口減少時代の新しい地域づくりに向けた 
        社会教育の振興方策について(中教審答申） 
      ・学校・家庭・地域の連携・協働と 
             学びを通じた地域づくり 
    ・社会教育主事養成の方向性 
      ・近年の生涯学習・社会教育に関連する議論 
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第１部 今後の地域における社会教育の在り方 
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＜地域における社会教育の目指すもの＞ 

１．地域における社会教育の意義と果たすべき役割 

  ～「社会教育」を基盤とした、人づくり・つながりづくり・地域づくり～   
   多様化し複雑化する課題と社会の変化への対応の要請 
 • 人口減少、高齢化、グローバル化、貧困、つながりの希薄化、社会的孤立、地方財政の悪化，SDGs 
  ⇒ 持続可能な社会づくりを進めるために、住民自らが担い手として地域運営に主体的に関わっていくことが重要 
 • 人生100年時代の到来、Society5.0実現の提唱等 
  ⇒ 誰もが生涯にわたり必要な学習を行い、その成果を生かすことのできる生涯学習社会の実現へ向けた取組が必要 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

社会教育：個人の成長と地域社会の発展の双方に重要な意義と役割 

２．新たな社会教育の方向性 ～開かれ、つながる社会教育の実現～ 

 
 
 
 
 
 

住民の主体的な参加の 
ためのきっかけづくり 

社会的に孤立しがちな人々も含め、よ
り多くの住民の主体的な参加を得られ
るような方策を工夫し強化 

ネットワーク型行政の実質化 
 
社会教育行政担当部局で完結させず、
首長、NPO、大学、企業等と幅広く連
携・協働 

地域の学びと活動を活性化 
   する人材の活躍 
学びや活動と参加者をつなぎ、地域の
学びと活動を活性化する多様な人材の
活躍を後押し 

開かれ，つながる社会教育へ 

人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について(答申）概要   
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第２部 今後の社会教育施設の在り方 

社会教育施設には、地域の学習拠点としての役割に加え、以下のような役割も期待 

公民館 
 地域コミュニティの維持と持続的な発展を推進するセンター的役割、地域の防災拠点 

図書館 
 他部局と連携した個人のスキルアップや就業等の支援、住民のニーズに対応できる情報拠点 

博物館 
 学校における学習内容に即した展示・教育事業の実施、観光振興や国際交流の拠点 

＜今後の社会教育施設の所管の在り方＞ 
地方公共団体から、地方公共団体の判断により、地方公共団体の長が公立社会教育施設を所管
することができる仕組み（以下「特例」という。）を導入すべきとの意見が提出。これについ
て検討し、必要な措置を講ずる必要（「平成29年の地方からの提案等に関する対応方針」 
（平成29年12月26日閣議決定））。 

生涯学習社会の実現に向けた横断的・総合的な教育行政の展開に向け、社会
教育に関する事務については今後とも教育委員会の所管を基本とすべき。 
 
一方、地方の実情等を踏まえ、より効果的と判断される場合には、地方公共
団体の判断により地方，公共団体の長が公立社会教育施設を所管できる特例
を設けることについて，社会教育の適切な実施の確保に関する制度的担保が
行われることを条件に，可とすべき。 

 ＜今後の社会教育施設に求められる役割＞ 

人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について(答申）概要   
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               学校と地域の連携・協働について 
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地域全体で未来を担う子供たちの成長を支える仕組み （活動概念図） 

家庭教育 学校教育 

★より多くの、より幅広い層の地域住民、団体等が参画し、目標を共有し、「緩やかなネットワーク」を形成 

◎ 次代を担う子供に対して、どのような資質を育むのかという目標を共有し、地域社会と学校が協働。 

◎ 従来の地縁団体だけではない、新しいつながりによる地域の教育力の向上・充実は、地域課題解決等に向けた連
携・協働につながり、持続可能な地域社会の源となる。 

子供 

社会教育 
地域学校 
協働活動 

 ※公民館等の  
    活動を含む 

：活動 

活動に応じて 
連携・協働 

土曜日・
放課後
活動 

まち
づくり 

地域 
活動 

学校 
支援 

子供の 
学習 
支援 

家庭教
育支援
活動 

  ：地域住民、団体等 

教育 
ＮＰＯ 

民間 
教育 
事業者 

ＰＴＡ 

文化 
団体 

企業・
経済団
体 

地域の
青少年 

地域の
高齢者 

福祉関
係機関・
団体 

大学
等 

社会教
育関係 
団体 

研究 
機関 

ｽﾎﾟｰﾂ 
団体 

地域の
成人 

労働関
係機関・
団体 

警察・  
消防
等 
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●「支援」から「連携・協働へ」 

●「個別の活動」を 
   「総合化・ネットワーク化」 

●「コーディネート」機能の充実 
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主体的･対話的で深い学び（「アク
ティブ・ラーニング」）の視点からの
学習過程の改善 

 

   

どのように学ぶか 

よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を共有し、 
社会と連携･協働しながら、未来の創り手となるために必要な資質・能力を育む 

社会に開かれた教育課程 

何ができるようになるか 

    各学校における｢カリキュラム･マネジメント｣の実現 
   

思考力・判断力・表現力等の育成 生きて働く知識・技能の習得 

学びに向かう力・人間性等の涵養 

新しい時代に必要となる資質・能力
を踏まえた教科・科目等の新設や
目標・内容の見直し 

何を学ぶか 

          新学習指導要領の方向性 
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これからの教育課程の理念 

よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を学校と社会とが共有し、 

それぞれの学校において、必要な教育内容をどのように学び、どのような資質・能力を

身に付けられるようにするのかを明確にしながら、 社会との連携・協働によりその実現

を図っていく。 

＜社会に開かれた教育課程＞ 

① 社会や世界の状況を幅広く視野に入れ、よりよい学校教育を通じてより 
よい社会を創るという目標を持ち、教育課程を介してその目標を社会と 
共有していくこと。 

② これからの社会を創り出していく子供たちが、社会や世界に向き合い関 
  わり合い、 自分の人生を切り拓いていくために求められる資質・能力と 
    は何かを、教育課程において明確化し育んでいくこと。 

③ 教育課程の実施に当たって、地域の人的・物的資源を活用したり、放課 
後や土曜日等を活用した社会教育との連携を図ったりし、学校教育を学 
校内に閉じずに、 その目指すところを社会と共有・連携しながら実現さ 
せること。 

これからの教育課程の理念 
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「社会に開かれた教育課程」の実現と「学校と地域の連携・協働」 

【想定される対象者】 
・地域コーディネーター 
・ＰＴＡ関係者・経験者 
・退職教職員 
・自治会関係者 
・公民館等社会教育施設関係者 

 地域と学校をつなぐコーディネーター  
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これからの教育課程の理念 

参考：地域学校協働活動推進のための地域コーディネーターと地域連携担当教職員の育成研修ハンドブック 

    （文部科学省・国立教育政策研究所社会教育実践研究センター） 

「地域とともにある学校づくり」と「学校を核とした地域づくり」 
      をつなげる「社会に開かれた教育課程」 
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家庭教育支援の推進について 
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家庭教育支援に関する施策の方向性 
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社会教育主事に期待される役割 

       ・地方の行財政改革の進展に伴う社会教育行政の変化 
       ・まちづくり，高齢者福祉など多様な行政部局が関係施策を展開 
       ・ＮＰＯ・大学・企業など多様なプレーヤーの出現   … 

●社会教育主事の必置の必要性 
 
 ▶社会教育主事を引き続き必置を原則とすることが望ましい 
         平成25年9月 中央教育審議会 生涯学習分科会 「社会教育推進体制の在り方に関するワーキンググループにおける審議の整理」 

●社会教育主事に求められる役割・能力 
 ▶社会教育主事は 『コーディネート能力』 
          『ファシリテーション能力』 
          『プレゼンテーション能力』    
         などを身につけておくことが必要不可欠である                           平成25年9月 中央教育審議会 生涯学習分科会 「社会教育推進体制の在り方に関するワーキンググループにおける審議の整理」     
   ▶社会教育主事には『学びのオーガナイザー』 
                      としての役割が求められる   

    平成29年3月学びを通じた地域づくりに関する調査研究協力者会議 
               「人々の暮らしと社会の発展に貢献する持続可能な社会教育システムの構築に向けて（論点の整理）」 
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◆改正の趣旨 

  社会教育主事講習等規程の一部を改正する省令の施行について 平成30年２月28日公布 

◆改正の概要 

◆施行期日 令和２年４月１日 

 ○社会教育主事講習の科目及び単位数の改善（第３条関係） 

          ○「社会教育士」の称号の付与（第８条第３項，第11条第３項関係） 
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社会教育士について 

22 



   県の動向 
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  ◆広島版「学びの変革」アクション・プラン                

◆広島県 教育に関する大綱                  

 ◆県教育委員会 主要施策実施方針                  

広島で学んで良かったと思える日本一の教育県の実現 
 
                      ● 幼児期から大学・社会人まで 
                 ● オール広島県 

                 ● 広島らしさ 
   
   ●生涯にわたって学び続けるための環境づくり  ●生涯学習・社会教育を進める環境づくり  
 ●現代的・社会的な課題に対応した学習の推進  ●地域の学びを支える人材の育成 

 ●学校・家庭・地域が連携した教育の推進        ●家庭教育への支援   …     

     
 

 “変化の激しい社会を生き抜くことのできる資質・能力（学び続ける力）の育成” 

H26.12 

H28.2 

H29.2 

成果指標 内容 H28基準値 H30実績 H32目標値 

 社会や地域の課題解決に関する講座の割合 公民館等における全講座のうち，社会や地域の課
題解決に関する講座の割合 

60.3％ 
（H27実績） 

→60.3％ 65％ 

 生涯学習・社会教育関係等職員の 
 研修成果の活用割合 

研修で習得した知識や技能を業務で活用した職員

の割合 
93.7％ 

（H27実績） 
↗100％ 100％ 

 放課後子供教室への大学生ボランティアの  
 派遣件数 

放課後等の子供の居場所づくりや体験活動の充実

のため，大学生ボランティアを派遣した件数 
194件 

（H27実績） 
↗198件 200件 

「親の力」をまなびあう学習プログラムの 
 受講者の満足度 

「親の力」をまなびあう学習プログラムを受講し

た保護者等の不安が軽減したと回答した割合 
86.4％ 

（H27実績） 
↘85.6％ 90％ 
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生涯学習・社会教育を 
進める環境づくり 

 
 ・公民館等の状況       
 ・社会や地域の課題に関する 
       学習機会提供の推進   

25 
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公民館等設置状況（市町別）                  

26 
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公民館等設置状況，学級・講座数（推移）                  

公民館数 

公民館類似施設数 

講座数（総計）（A) 

社会や地域の課題 
に関する講座数（B) ※ 

割合(%)（B/A) 

 【出典】 

 『広島県生涯学習振興行政・ 

        社会教育行政基礎調査』 
  

※社会や地域の課題に関する講座数 

◎講座数(総計）のうち， 

「教養」「体育・レクリエーション」等を除いた 

● 家庭生活・家庭教育 

● 市民意識・社会連帯意識 

● 指導者育成 
         の講座数の計 
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学級・講座数（市町別）                

28 
 【出典】『広島県生涯学習振興行政・社会教育行政基礎調査』 
  ※学級・講座実施状況（学習内容別）の講座数（総計）のうち，「教養の向上」，「体育・レクリエー 

ション」等を除く「家庭生活・家庭教育」「市民意識・社会連帯意識」「指導者養成」の講座数の計 



府中市栗生公民館 
(H29優良公民館表彰） 

親と子の地域で過ごす                   サマーバケーション     
・コミュニティ・スクールとの緊密な連携 
・地元を離れた若者への呼びかけ           

公民館等の取組事例                

東広島市志和生涯学習センター 
  (H29優良公民館表彰） 

地域リーダー 

   “たまご育て”事業 

・地域づくりに主体的に参画する住民の育成 

・多様な主体と連携した課題解決型学習            

海田町海田公民館 
 (H29優良公民館表彰） 
  
未来のまちの 

おせっかいさん養成講座  

・子育て支援者（地域人材）の育成 

・様々な地域課題解決の取組へ発展            

広島市古田公民館 
(H30優良公民館表彰:最優秀館） 

 

 
 

このまちにくらしたい 
         プロジェクト          
・中学生の参画     
・ソーシャルデザインと人材育成 

廿日市市串戸市民センター  
(H30優良公民館表彰:優秀館） 

 
 

ぼくのまち わたしのまち 
         プロジェクト          
・次世代のまちづくりへの関心    
・シビックプライドの醸成 

尾道市向東公民館  
(H30優良公民館表彰） 

 
 

防災フェアin向東 
－地域を繋ぐ環・輪・和・話―         
・公民館を核とした地域の防災力の向上    
・繋がりがつくる元気なまちづくり 29 



 ●公民館等活性化モデル事業（県公民館連合会と共催） 

                

 ●公民館等お役立ち情報            

公民館等において，社会や地域の課題に関する講座等
を企画・実施する際に活用できる情報（講師，講座，教
材，助成金）をHPで発信。  検索 ぱれっとひろしま 

検索 ぱれっとひろしま 

 ●公民館等の取組事例集          

地域の魅力がアップする講座づくりのノウハウ等，県内
の公民館等で行われている，ワクワクするような生涯学
習・社会教育の取組事例を紹介。 検索 ぱれっとひろしま 

地域の団体等との連携協力により，子供を含めた地域
住民が公民館等に愛着と理解が持てるような活動に対
して助成。  
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● 生涯学習振興・社会教育関係職員等研修 

    基礎研修：生涯学習・社会教育の基礎的な知識の習得 

 学習プログラム研修：学習プログラムの企画立案評価能力の向上 

 広島版「学びから始まる地域づくりプロジェクト」（略称：ひろプロ） 
  コーディネーター研修（試行）：学びを通じた地域づくりのコーディネート能力向上 

 社会教育主事等研修 ：専門的教育職員としての知識・技能の向上 

    ● 地域課題対応研修支援（訪問型研修）  
センターの社会教育主事等が訪問し，多様化する地域課題に対応した事業実
施に係る市町の研修（人材育成） を総合的に支援 

  

            検索 ぱれっとひろしま 

東広島市 社会教育関係職員研修会【スキルアップ研修】  

 「ひろプロ」コーディネーター研修 

               

竹原市 社会教育委員研修会 

社会教育委員の役割と活動事例 
    
              

  広島市 施設等職員研修（専門研修）  

  生涯学習・社会教育に求められる 
  今日的な役割等   
       
              

「学び」が無けれ 
ば地域が続かないこ
とを再確認できまし
た！ 

社会教育委員と 
しての自覚や地 
域との関わり方 
を学びました！ 

● 広島県生涯学習実践研究交流会 【令和２年２月29日】 
   連携・協働のプラットフォームとして，県と市町，それぞれが担う研修で  
「学んだ人」や「学んだこと」が好循環する仕組みづくり 31 

8月9日 7～10月（全５回） 

公民館の役割や 
今後の在り方を 
理解できました！ 

9月26日 



広島版「学びから始まる地域づくりプロジェクト」（略称：ひろプロ）支援事業 

  
 
 
 

 
 地域の多様な世代の人々（機関・団体等を含む。）が「公民館」

に集い，豊かなつながりや学び合いが生まれている。 
 
 「公民館」がコーディネート機能を発揮し，住民の主体的な学 

びを通じた地域課題解決の取組を促進するための地域ネットワ 
ークの中核拠点となっている。 

    → 市町の現状・課題に応じた県の支援 
 
 
 

新たな取組の概要 具体的なイメージ 

 

●住民の主体的な学びを通 

 じた地域づくりの推進に 

 向けて，社会や地域の課 

 題解決と学びをつなげる 

   「学習プログラム」のモ 

   デルを実証開発。 
 

●プログラムをアレンジして各地域の実態に応じたプロジェクトを 

 コーディネートできる人材（「公民館」職員等）を育成。 
 

●地域資源（社会資源）である「公民館」を活用し，行政（首長部 

 局）や大学・企業・NP０，地域の関係機関・団体等の多様な主体 

 と連携・ 協働しながら，地域住民が主体的に参画できる社会教育 

 ・生涯学習のプロジェクトとする。 
 

●県及び市町の「社会教育主事」がその役割を発揮し，専門性（有用 

 性）を生かす仕組みを取り入れる。 

  
  → 市町では対応困難な県域でのモデル的取組 

■「ひろプロ」の実証開発   

◆ 地域の未来像を共有するための学びの場づくり 
地域づくりワークショップ，まちづくり学校，まちづくりカフェ，地域のお宝発見，公民館エリア探検，ふるさとの未来・再考！
フォーラム，これからの○○地区を考える会，未来づくりトークセッション… 

◆ 地域の人材による家庭教育支援 
子育てサロン・おしゃべりカフェ（地域の居場所づくり），子育て講座（「『親の力』をまなびあう学習プログラム講座」等），
家庭教育支援チームの組織化，子育てサポーター・ファシリテーター等の地域の人材育成，子育てに役立つ情報の提供・啓発… 

◆ 地域の人材による地域学校協働活動の推進 
公民館等を拠点とした体制整備・仕組みづくり，学校支援活動（学習支援，学校環境整備，登下校の見守り等），放課後子供教室，

地域未来塾，地域の人材発掘・育成（研修，人材バンク），地域住民の理解促進・ビジョン共有… 

◆ 地域の人材による社会的包摂の実現 
地域子供食堂，○○公民館カレーの日，ユニバーサルカフェ，できること持ち寄りワークショップ，地域支えあいプロジェクト，

セーフティネット学習会，地域支え合いマップづくり… 

◆ 地域防災・減災の仕組みづくり 
関係組織のネットワーク化，避難所運営の仕組みづくり,防災ワークショップ，防災キャンプ，防災フェスタ，防災運動会，子供

防災士養成講座,避難所開設訓練，防災「ひろしまJプログラム」，「みんなで減災」一斉地震防災訓練，ハザードマップ作成… 

◆ その他（地域資源を活用した地域課題解決・地域の人材育成） 
若者やシニア世代の地域参画，地域行事活性化・地域の担い手育成，高齢者の健康・生きがいづくり，介護，多世代交流，グロー

バルリーダー育成，伝統文化継承，ふるさと教育，空き家対策，婚活支援，地域ブランド・特産品開発，コミュニティビジネス… 
 

■ 学びを通じた地域づくりに関するコーディネート力の向上 
 （「ひろプロ」コーディネーター研修，モデル実践の支援） 

●「ひろプロ」の企画・調整・運営を務める職員対象の研修を実施 

●  既存の「地域課題対応研修支援（訪問型研修）」の枠組を活用 
 （拡充）し，市町の現状・課題に応じて，モデル実践を支援 

●「『ひろプロ』コーディネーターハンドブック」開発（調査研究） 
 
■ 参加促進・成果発信・「公民館」のイメージ向上 
●  事業成果発信による，新たな参加者層の巻き込み  
●  アイコン・イメージキャラクター等開発 

趣
旨 

   地域住民にとって最も身近な学習・交流の活動拠点である「公民館」（※）が，多様な主体と連携・協働して地域課題に対応した
学習機会を提供し，学びを通じた地域課題解決の活動を促進するための拠点として重要な役割を果たせるよう支援する。 

 
 「高齢者の趣味・教養のたまり場」というイメージが定着

し，利用が活性化していない。（利用者の減少・固定化） 
 

 多様な取組が行われているが，学びの成果を地域課題解決
につなげる具体的な仕掛けやノウハウの蓄積がない。                             

                  → 市町の取組格差あり 

現
状
と
課
題 

公民館等活性化モデル事業（H26～） 
子供を含めた地域住民が公民館等に愛着と理解が持てるような活
動に対して助成（企画の支援） 【主催：県公民館連合会】 
 → 認知度向上・活用促進・情報充実 

現
行
の
取
組 

 

訪問型研修（H28～） 
各市町の課題に応じた研修の実施について，県の社会教育主事が訪
問して支援    
 → 研修が必要な市町への働きかけ 

公民館等取組事例集（H28～） 

公民館等の取組事例を収集し，HPで情報提供 

 →  新たな好事例の開発・支援 

目
指
す
姿 

 「ひろプロ」のコンセプト  

 ①広島モデルを実証開発（オール広島）  

 ②実践の拠点は「公民館」 

 ③アレンジ自由・成長性・発展性 

 ④体験型・参加型・参画型 

 ⑤連携・協働・共創   

（広島県立生涯学習センター） 

「ひろプロ」マーク 

※「公民館」は，「コミュニティセンター」等の公民館類似施設を含む。 
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 地域資源（社会資源）の活用 

      （公民館，コミュニティセンター等） 

生涯学習・社会教育関係職員 

●地域の課題や将来 
 像を共有 

●地域課題解決学習 
   で住民をエンパ 
 ワメント 

NPO・ 
地域団体 

首長部局等 

 
 
 

 
 
 

市町 
        職員 

県 
       社会            教育主事 

 社会 
教育主事 

       センター 

大学・学校 

地域住民 

地域住民 地域住民 

地域住民 

民間企業 

地方創生 
 
 
 

「公民館」   

職員 

「ひろプロ」コーディネーター 

●学びの成果を 
 地域課題解決へ 

●住民主体の協働 
 のまちづくり                       集う 

地域づくりのための 
新しいプラットフォーム

としての 

「公民館」へ発展 

広島版「学びから始まる地域づくりプロジェクト」（略称：ひろプロ）イメージ 

                     学ぶ 
                     結ぶ 

公民館から地方創生！ 

※「公民館」は，「コミュニティセンター」等の類似施設を含む。 

（広島県立生涯学習センター） 
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学びを通じた地域づくりを支援する  コーディネート力の向上 

34 

「ひろプロ」コーディネーター
ハンドブック 

「ひろプロ」コーディネーター 
  研修 

モデル市町の実践支援 
（東広島市・世羅町）        

▼ 
「ひろプロ」モデルの実証開発 

「ひろプロ」マーク 

コウミンカンくん 

コミセンちゃん 

「ひろプロ」 
イメージキャラクター 

 (イメージ） 

検索 ぱれっとひろしま 

東広島市 

世羅町 



学校・家庭・地域が 
連携した教育の推進 

    
  ・地域学校協働活動推進事業 

   ・家庭教育への支援 
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地域学校協働活動推進事業（広島県）                 

 ○指導者研修会の実施 地域学校協働活動推進員やボランティア等の資質向上や情報交換等 
 ○大学生のボランティアチーム「ワクワク学び隊」の派遣  大学への協力依頼，学生チームの募集と登録，派遣 
 ○実践交流会の開催 地域や学校の実情に応じた特色・魅力ある活動の事例発表や意見交換等 

県 

                                          対象：すべての小学生  

           
 
 【ね     ら    い】 放課後子供教室等の活動内容を充実・活性化  ※大学生の社会貢献活動への参加を支援 

 【チームの構成】 県内の大学に在学している学生が複数人で構成 

 【活  動   内  容】実験，観察，工作，音楽，英会話， レクリエーション，学習支援 等 

 

 

大学生ボランティアチーム ワクワク学び隊 

 

・スポーツや文化活動等の体験活動 

・地域の大人や異年齢の子供との交流 

・予習や復習，補習等の学習活動 
 

 

              学び・体験・交流・遊びの場 
 

放課後子供教室 
                       対象：すべての中学生，高校生 

 

     

 

   

 
地域住民の協力による，学習習慣の定着を目

的とした学習支援 

 

               学習支援の場 
 

   

              
 「地域学校協働活動推進員」等のコーディネートにより， 
    地域と学校が協働して教育活動を実施 
   ※ふるさと発見学習  ※防災学習 
   ※学校の環境整備 等        
 
 

 

 

   

地域学校協働活動 

市

町 

地域全体で子供たちの成長を支えるため，地域と学校が連携・協働し，地域の教育力の向上及び地域の活性化を図る。 

地域未来塾 

   

連
携 

    要
請 

派
遣 

    要
請 

派
遣 

連
携 

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ 

（コミュニティ・スクール） 

学校運営協議会 

学校運営・その運営に必要な支
援に関する協議 
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「遊び 学び 育つひろしまっ子！」推進プラン 

園・所等における教育・保育の充実 

・教育・保育内容，教員， 

   保育士等の研修の充実等 

・幼・保・小連携教育の推進 

・子育てに役立つ情報の提供 

・親子の学び・集いの場の推進 

・地域による親子支援 

家庭教育支援の充実 

 全県的な乳幼児期の教育・保育の質の向上を図るため， 

「遊び 学び 育つひろしまっ子！」推進プランに基づいた家庭教   

 育や教育・保育施設への支援などの施策を展開し，本県が目指す  

 乳幼児の姿の実現を目指す。 

 

「遊び 学び 育つひろしまっ子！」 
 

本県が目指す乳幼児の姿 

感じる・気付く力 うごく力 考える力 やりぬく力 人とかかわる力 
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家庭教育支援① 子育てに役立つ情報の提供 

４コママンガを用いたリーフレット facebook「親子コミひろしま」 

https://www.facebook.com/h.edu.kateikyouiku/ 

家庭教育支援のページ 
~あなたに役立つ情報を届けます~ 
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家庭教育支援② 親子の学び・集いの場の充実 

親などの育ちを応援する学習機会の充実 

「親の力」をまなびあう学習プログラム 

自分一人が悩
んでいるので
はないことが分
かり，気持ちが
軽くなりました。 

●身近なエピソードをもとにした内容 

●子育て段階等に応じたプログラム 

●楽しく話し，聞いて納得する参加型 

39 



「親プロ」実施状況（市町別）     

40    
40 



家庭教育支援③ 地域による親子支援         

・地域における子育てボランティアの育成 

・子育てボランティア等によるチーム型支援体制の充実 

【家庭教育支援チーム】 
～県内の家庭教育支援チーム（文部科学省登録）～ 

尾道市向東地区 
家庭教育支援チーム 

“親ぢから”（H20～） 
 
・「子育て・親育ち講座」 
・「子育てサロンと中学生 
        の保育交流」 
・各種相談対応  … 

H29「家庭教育支援チーム」活動の推進に係る文部科学大臣表彰受賞 

府中町 

家庭教育支援チーム 

“くすのき” （H24～） 
 
・親プロ班（親プロ実施） 

・広報班（啓発・情報発信） 

・託児班（各種行事託児） 

・訪問班（届けにくい方へ） 

・しゃべり場班（サロン） 

 

呉市 
家庭教育支援チーム 

“呉『親プロ』ファシ 

リテーションクラブ” 
・親プロ（講座型） 

世羅町 
家庭教育支援チーム 

“Ｐクラブせら”（H22～） 

・親プロ(講座型） 

 

（H25～） 
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     ◆ 地域課題の解決に統一的な“処方箋”はない 

     ◆ それぞれの自治体・地域の“ビジョン”と“戦略” 

     ◆ 学びを通じた住民主体の地域づくりへの支援 

      

43 

 
「社会教育」を基盤とした 

 
人づくり・つながりづくり・地域づくり 



これからの 

「地域づくりセンター」を考える 

44    44 



「公民館」ってどんな場所？ 

45 



                                    

46 

                   人づくり・地域づくりの拠点としての公民館 

参考：「公民館パンフレット（日本語版）」文部科学省生涯学習政策局社会教育課 

                           つどう 
 

公民館は， 
生活の中で気軽に 
人々が集うことが 
できる場です 

むすぶ 
 

公民館は， 
地域の様々な機関や団

体の間に 
ネットワークを 
形成します。 

                  

公 民 館 

 

 まなぶ 
 

公民館は，自らの興味
関心に基づいて，また
社会の要請に応えるた
めの知識や技術を学ぶ

ための場です 

人づくり・ 

地域づくり 



 

 

 

 

 

 

どうつなげていく？ 

                                           地域づくり                             （地域課題の解決） 
 
●地域的な課題 
人口減少・少子高齢化，地域コミュニティ

の衰退，絆づくり，家庭・地域の教育力向

上，防災減災，防犯，伝統文化継承，生活

環境の改善，地域の担い手不足… 

 

●現代的な課題 
技術革新，情報化，グローバル化，人権， 

環境，産業，雇用，消費者問題，男女共同 

参画，医療，福祉，子供の体験不足，貧困 

と格差，社会的包摂の実現… 
 

 
 

 

                                              人づくり                              （生涯学習・社会教育）                                ●知識や技術の習得 

●意識や態度の変容 

・インフラ整備？ 

・財源確保？ 

・企業誘致？・・・ 

●教養 
（英会話，自然科学，歴史，文学，映画） 

●趣味 
（茶道，俳句，将棋，音楽，美術，カメラ） 

●健康・スポーツ・レクリエーション 
（ハイキング，自然体験，ダンス） 

●家庭教育・生活 
（子育て，介護，料理，園芸，手芸） 
●職業知識・技術 
（情報，農業，水産，工業，起業，編集） 

●市民意識・社会連帯意識 
（少子高齢化，まちづくり，環境，国際理解） 

●指導者育成 … 

・リーダー育成 

・担い手育成 

・ボランティア育成 
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地域づくり 

 

 

 
 

人づくり 
 

循環 

循環 

住民が地域に参画する 
ことで進む「人づくり」 

学びの成果を生かす 
ことで進む「地域づくり」 

48 

地域づくりを通じた 学びを通じた 



 

 

 

 

 

 

住
民
の
主
体
的
な
学
び
を
通
じ
た
地
域
づ
く
り                                           P 

                                         Ｄ 

                                         Ｃ 

                                      Ａ     

                                         

私たちのまちを 
私たちで 

つくりたい！ 
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 住民は地域への関わりを重ねて 

 より主体的になっていく 

 

  「公民館」は住民に働きかけ 

主体性を促す 



住民や団体の地域参画に 
向けた３つの段階 

 
 

「公民館」が育む地域の担い手 

参考：「福岡市 公民館つなぎの手帖」（平成29年３月）福岡市市民局コミュニティ推進部公民館支援課 
51 

高 

低 

消極的 積極的 
意 欲 

興
味
・関
心 

 
 
①知る・参加する 

②自分から考える・   
     行動する 

③地域に参画する 

０参加しない 

  ①住民が「知る・参加する」きっかけを作る 

    ・学びや参加のきっかけをつくる 

    ・参加者の意欲を引き出す 

  ②住民が「自分から考える」行動するように促す 

    ・自主的な集まりを呼び掛ける 

    ・個人を地域につなぐ 

  ③住民が「地域に参画する」ように働きかける 

    ・企画する側に誘う 

    ・組織化や地域団体への加入を促す 

公民館でできる支援 

 
 



 

 

 
 

 
 
 

地域資源（社会資源）の活用 
（公民館，コミュニティセンター等） 

公民館等職員 

●地域の課題や将来 
 像を共有 
●地域課題解決学習 
   で住民をエンパ 
 ワメント 

NPO・ 
地域団体 

行政 
（首長部局等） 

       センター 

大学・学校 

地域住民 

地域住民 地域住民 

地域住民 

民間企業・
商店（街） 

地方創生 
 
 
 
 
 

学びの 
コーディネーター    

●学びの成果を 
 地域課題解決へ 
●住民主体の協働 
 のまちづくり   

学ぶ 結ぶ 集う 

新しい社会基盤としての
「公民館」へ発展 

公民館・コミュニティセンターにおける住民の学習 
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 「公民館」の職員は， 

地域住民の主体性を支援する 

“学びのコーディネーター” 



意見交流 
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考えてみましょう！ 
【テーマ】 

  これからの「地域づくりセンター」を考える 

１)  住民のだれもが暮らしやすい地域であるために， 
      どんな「地域づくりセンター」にしたいですか。 
  自由に「夢」を描いてみましょう。 
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考えてみましょう！ 
【テーマ】 

  これからの「地域づくりセンター」を考える 

２) その「夢」を実現するために，これから「地域づ 
     くりセンター」で，どんなことができそうですか。 
     自由に「アイディア」を描いてみましょう。 
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一緒につくりたい！ 

 これからの「○○地域づくりセンター」 



 

まとめ・振り返り 
 



 
公民館＝人が集まりたくなる「場所」 

 
公民館のウィングを拡げよう 

 
多世代みんなが 

主役になれるまちづくりを！ 
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