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第第第第 1111 編編編編    計画策定計画策定計画策定計画策定のののの基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方                                                                    

 

 第１ 策定の趣旨 

 

長野県は、平成 20 年（2008 年）に、平成 24 年度（2012 年度）を目標年度とする、

長野県教育振興基本計画（以下「第１次計画」という。）を策定しました。 

平成 24 年度（2012 年度）末の第１次計画の期間満了を控え、少子高齢化や本格的な

人口減少時代の到来、社会のグローバル化や情報化のさらなる進展など、教育を取り

巻く環境変化や新たな課題が明らかになる中、第１次計画の成果と課題を検証した上

で、改めて本県の教育政策の方向性を示すため、ここに、第２次長野県教育振興基本

計画を策定します。 

  

第２ 計画の性格 

   

本計画は、教育基本法第 17 条第 2 項※に基づき長野県が定める、教育の振興のため

の施策に関する基本的な計画です。 

  また、本計画は「長野県総合５か年計画（仮称）」に対応する教育分野の個別計画と

しての性格を有しています。 

  

第３ 計画の期間 

 

本計画は、上位計画である「長野県総合５か年計画（仮称）」の計画期間（平成 25

年度～29年度）を踏まえ、平成 25 年度（2013 年度）を初年度とし、平成 29 年度（2017

年度）を目標年度とする５か年の計画とします。 
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第第第第２２２２編編編編    長野県長野県長野県長野県のののの教育教育教育教育をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる情勢情勢情勢情勢                                                                    

 

 第１ 時代の潮流と教育の課題 

 

１ 到来した人口減少社会 

   長野県の人口は、平成 22 年（2010 年）の 215 万２千人が平成 42年（2030 年）には

184 万８千人と、20 年間に約 30 万人減少すると見込まれています。県人口に占める

15 歳未満の年少人口の割合については、平成 42 年（2030 年）までの 20年間で 13.8％

（296 千人）から 10.2％（188 千人）に低下することが見込まれています。 

   このため、特に中山間地域など、急激な人口減少や少子化が進行している地域にお

いては、今後さらなる児童生徒の減少による学校規模の縮小が見込まれ、学校教育の

活力をどう維持していくかが課題となっています。 

また、高齢化の進行や価値観の多様化などにより、地域コミュニティの中での支え

合う力が低下してきており、地域を誰がどのように支え、持続させていくかというこ

とも課題となっています。 

  

２ 価値観の変化 

   物質的な豊かさが相当程度満たされるようになった現在、人々の価値観は今までの

モノの豊かさに加えて、精神的な満足感や暮らしのゆとりも重視するようになってい

ます。一人ひとりの価値観が尊重され、多様な働き方や自由時間の充実など、心身と

もにゆとりある生活が求められています。 

   また、東日本大震災は、私たちに、「人の絆」が今もなお強く存在していることや、

人を思いやる心や人に感謝する気持ちの大切さなどを強く意識させ、今までの生き方

を見つめ直すきっかけを与えました。 

   このような時代にあって、豊かな自然や美しい景観、地域に連綿と受け継がれてき

た伝統文化に囲まれたゆとりある暮らし、全国トップレベルの健康長寿など、長野県

の誇る特長が改めて評価されてきています。 

   こうした優れた点を生かし、一人ひとりの多様なライフスタイルに合った心安らぐ

暮らしを実現できる文化的な環境づくりが求められています。 

   

３ グローバル化・情報化の進展 

   経済分野にとどまらず、あらゆる分野でグローバル化が進行し、人・モノ・金・情

報や様々な文化・価値観が国境を越えて流動化するとともに、海外との競争が一層激

化しています。 

このため、国際社会において、子どもたちが日本人としての自覚を持ち、主体的に

生きていく上で必要な資質や能力を育成することが重要となっています。 

また、インターネットの急速な普及などＩＣＴ（情報通信技術（Information and 
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Communication Technology）、以下「ＩＣＴ」と表記）の進歩は、県民生活においても

利便性の向上やライフスタイルの多様化など大きな変化をもたらしています。学校教

育においても、21 世紀にふさわしい新たな学校と学びを創造することが重要な課題と

なっています。 

 

４ 自然と人とのかかわりの再認識 

   わが国は、多様な自然から多くの恵みを享受してきた一方で、古来、地震や風水害

といった自然災害も多く被ってきました。ことに東日本大震災では、従来の想定をは

るかに超える未曾有の被害を受けるとともに、原子力発電所の事故という今までに経

験したことのない深刻な事態が今も継続しています。 

   また、地球温暖化の問題に加え、原発事故に伴う電力不足への懸念などから、人々

の自然環境や自然エネルギーへの関心が高まっています。 

   このため、想定を超えるような自然災害等の危険に際して、子どもたちが自らの命

を守り抜くための力を育成するとともに、自然と人との関係を見つめ、環境の保全に

努める心を育む必要があります。 

 

５ 貧困・格差の拡大 

   厳しい経済・雇用情勢、日本型雇用慣行の変容の中で、生活困窮者の増加や社会的・

経済的格差の拡大が進んでいます。県内においても、経済的な理由により教育扶助を

必要とする人の割合が増加しています。 

経済的理由や家庭環境等による進学や学力等の差が、その後の就労・所得等の格差

にもつながり、さらに世代をまたがる格差の再生産・固定化にもつながるとの指摘が

あります。 

   また、社会・経済情勢の厳しさは特に若者への影響が大きく、さらには若者の精神

的・社会的自立の遅れも指摘されています。 

   このため、社会参加・自立に必要な知識・技能を一人ひとりが身に付けられるよう

にすることが必要不可欠であり、経済的・時間的な制約等にかかわらず学ぶ意志のあ

る人誰もが必要な教育の機会を得ることができる環境整備が必要です。 

 

６ 変革が求められる社会システム 

   人々の価値観やライフスタイルの変化などに伴い、多様化・複雑化するニーズに対

し行政サービスだけで応えていくことが難しくなっています。 

   また、高い経済成長を前提に整備・運用されてきた様々な制度の限界が明らかにな

り、これまでの発想の延長線上だけでは課題を解決できない時代を迎えています。 

   社会のニーズの多様化・高度化に加え、国・地方の財政状況が逼迫する中で、質の

高い公的サービスを維持していくためには、地域社会を構成する様々な主体が参加し

て、行政と共創・協働していくことが求められています。 

   さらに、県民一人ひとりが生涯にわたって様々なニーズに応じた学習を自発的に行
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い、能力を高め、その成果を社会貢献に生かしていくことも望まれます。 

  

第２ 長野県教育のポテンシャル（潜在力・可能性） 

 

現在、長野県の教育には様々な課題が存在する一方で、全国から「教育県」という

評価を得てきた伝統など、多くの特色、優れた点を持っています。これらを改めて見

つめ直し、今後の教育振興の資源として役立てていくことが大切です。 

 

１ 教育を大切にする風土と県民性 

・ 明治初期の就学率が全国一であったり、県外から高給をもって優秀な教員を迎

えたりなど、教育に熱心な伝統があります。 

 ・ 全国一の公民館の設置数や利用者数、人口当たりの図書館数（全国２位）など、

県民は高い学習意欲を持っています。 

 ・ 公民館や青少年育成組織が主体となった体験活動などに多くの子どもたちが参

加し、地域の子どもは地域で育てるという気風があります。 

 ・ 国に先駆けて小学校の全学年が実質 30 人規模の少人数学級になっているととも

に、中学校でも２学年まで 30 人規模学級編制が進行しています。 

 ・ 学校では、子どもと共に創る授業の取組とともに、教科や地域ごとに教師の自

主的な研究会活動や、学校内での教師同士が学び合う研修が活発に行われていま

す。 

 

２ 活発な体験学習 

 ・ 多くの学校において、豊かな自然環境や歴史・文化、人材等、地域の教育資源

を活用した体験的な活動が行われています。 

 ・ 小学校におけるスキー・スケート教室、中学校における集団登山など、多彩な

学校行事が行われています。 

 

３ 伝統を受け継ぐ地域 

 ・ 道祖神祭りや霜月神楽、農村歌舞伎など、民俗芸能や伝統行事が大切に守り伝

えられています。 

 ・ 美術館・博物館数が東京都に次いで全国２位であり、文化に触れる機会に恵ま

れているとともに、サイトウ･キネン･フェスティバル松本やいいだ人形劇フェス

タなど、新たな文化を創造する活動も活発に行われています。 
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第第第第３３３３編編編編    長期的長期的長期的長期的なななな教育振興教育振興教育振興教育振興のののの方向方向方向方向                                                                        

 

急速な人口減少など大きな時代の転換点を迎える中で、今生まれた子どもたちが大人

になる概ね 20 年後の長野県を見すえ、未来の主役である子どもたちに、どのような長野

県を引き継ぐべきかという視点で、長期的な教育振興の方向を示します。 

 

 第１ 基本理念 

    

「一人ひとりの学びが生きる教育立県“信州”の創造」 

 

子どもたちが生きる力を育み、社会的な自立に向けた基礎を築くとともに、誰も

が生涯にわたって意欲をもって学び、郷土や自然を大切にしながら社会の中で能力

を十分発揮できる教育を実現することで、「確かな暮らしが営まれる美しい信州」※

の創造をめざします。 

  

第２ 私たちがめざす「未来の信州教育」の姿 

教育立県“信州”の創造に向けて、県民みんなで教育の振興に取り組むために、次

のとおり、将来実現させたい教育の姿を明らかにし、その姿に向かって施策を推進し

ます。 

 

１ 人間力※を養う教育 

・ 学校では少人数の学級編制やＩＣＴの活用などにより児童生徒の個性や能力を

最大限に伸ばす指導が行われています。 

・ 子どもたちは基礎的な知識・技能に加え、実社会で必要な活用力、課題探究力、

コミュニケーション能力などを身に付け、地域を担い世界に貢献できる人材に育

っています。 

・ 子どもたちは発達段階に応じた体系的なキャリア教育※によって将来への目的意

識を身に付けています。 

・ 子どもたちは多様な体験活動などによる人や社会とのかかわりを通じて、規範

意識や自尊感情、人を思いやる心を身に付けています。 

・ 学校・家庭・地域が連携協力し身近な自然や文化を生かした体験型の学習が受

け継がれ、子どもたちは郷土に愛着と誇りを持ち、豊かな人間性を備え、将来に

希望を持って成長しています。 
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２ 楽しく安全・安心な学び舎 

・ 学校では、分かる授業、学ぶ楽しさを味わえる授業が行われています。 

・ 学校では、児童生徒の人権が尊重され先生との信頼関係が築かれるとともに、  

相談体制が充実し、子どもたちの心の居場所が確保されています。 

・ 学校や行政、地域住民などが連携して、いじめを見逃さない体制が確立してい

るとともに、不登校など悩みを抱える子どもたちに寄り添う支援が行われていま

す。 

・ 学校の防災機能強化や情報化など、教育環境が充実するとともに、事故などの  

心配が無く、子どもたちが安心して学校生活を送っています。 

・ 地域の人々が、登下校の際に子どもたちを見守り、声をかけるなど健全な育ち

を支えています。 

 

３ 自然の中でたくましく成長 

・ 子どもたちは、自然の中での外遊びや学校での体育、スポーツ活動などを通じ

てたくましく健康に成長しています。 

・ 成長段階に応じた運動プログラムが実践され、子どもたちは幼少期の運動遊び

をきっかけに共に楽しみながら運動に親しむ習慣を身に付け、成長とともに体力

や運動能力を向上させています。 

・ 子どもたちは、食に関する正しい知識や食習慣を身に付けています。 

 

４ 個性を輝かせる子どもたち 

・ 支援を必要とする子どもたちが、成長段階や障害の程度などに応じて切れ目な  

く支援を受けられる教育体制が整備されています。 

・ 支援を必要とする生徒一人ひとりの能力に応じて、学校と地域社会等が連携し  

た自立への支援が行われ、卒業後も、地域の中で社会参加をしながら生き生きと

生活しています。 

 

５ 常に学び自ら活かす社会 

・ 大学などの高等教育機関が充実し、県内にいても専門的な教育を受けられる環  

境が整っています。 

・ ＩＣＴの発達などによる学習機会が充実し、誰もが生涯を通じ、自己の目的に

応じて自発的に学んでいます。 

・ 地域社会では、公民館活動やサークル活動など様々な学びの機会が提供され、

互いに学び合える環境が整っています。 

・ 子どもから高齢者まで、自分たちの地域について学習し、積極的に地域づくり

に活かしています。 
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６ 人生を彩る感動との出会い 

・ 文化施設が充実し、多くの人々が文化や芸術に親しむとともに、個々の芸術性  

をその人なりに表現することで、感性を磨いています。 

・ 地域の祭りなどの伝統文化が脈々と受け継がれ、子どもから大人まで幅広い世  

代が積極的に参加することで地域が活性化し人々の愛着が深まっています。 

・ 個々の関心や適性に応じてスポーツを楽しむ環境が整備され、多くの人々が心

身ともに充実した生活を送っています。 

・ 競技に打ち込むアスリート（競技者）の姿が県民に感動と心の一体感を与えて

います。 
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第第第第４４４４編編編編    基本計画基本計画基本計画基本計画（（（（今後今後今後今後５５５５年間年間年間年間のののの施策施策施策施策））））                                                            

 

「第３編 長期的な教育振興の方向」に基づき、第１次計画の成果と課題を踏まえ、

今後５年間の目標と施策を明らかにします。 

 

 第１ 基本目標 

第１次計画（平成 20 年度～24 年度）においては、概ね 10 年後の平成 30 年（2018

年）を見すえた基本目標として次の３項目を掲げ、児童生徒の学力・体力の向上や、

不登校対策、特別支援教育などの施策を重点的に推進してきました。 

その結果、小・中学校における学力や体力向上の取組が活発化するとともに、不登

校児童生徒の数が減少するなど一定の成果が現れてきていますが、一部の達成目標の

進捗状況に遅れが見られるなどの課題も残されているため、第２次計画においてもこ

の基本目標に基づいて引続き必要な施策を推進します。 

 

 

Ⅰ 知・徳・体が調和し、社会的に自立した人間の育成 

子どもたちが、基礎学力や思考力・判断力・表現力、社会の変革に対応す

る能力を身に付けるとともに、キャリア教育などを通じて目的意識や社会の

一員としての意識を持てるようにします。 

また、豊かな自然や歴史・文化を生かした体験活動などを通じて感性を磨

き、社会性と豊かな人間性を育むとともに、健康の保持増進、体力の向上を

図ります。 

 《重視する視点》 

  ・子ども一人ひとりの能力を伸ばす教育の機会と質の保証 

  ・実社会までの成長段階に応じた「縦」の接続 

  ・主体的に学ぶ意欲と社会の変革に対応する能力の育成 

  ・本物の体験を通して感性や社会性、人間性を磨く教育 

 

Ⅱ 多様性を認め、共に生きる社会の実現 

  心身の障害や不登校など、支援を必要とする子どもをはじめとして、一人

ひとりの多様な教育的ニーズに応える教育を推進するとともに子どもたち

の自立に向けた支援の仕組みを構築します。 

 《重視する視点》 

 ・子ども一人ひとりの多様性を尊重した学習機会の提供 

 ・すべての子どもの「学び」を切れ目なく支える教育 

 ・支援を必要とする子どもたちを地域で支えるネットワーク 

 

第４編 基本計画  第１基本目標 
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Ⅲ 社会全体で共に育み共に学ぶ教育の推進 

  家庭や地域の教育力の向上を図るとともに、学校や公民館を地域コミュニ

ティの核として、社会全体で教育に取り組む仕組みをつくります。 

  併せて、全ての県民の学ぶ意欲に応え、社会参画を促すために、生涯学習

の環境整備や文化・スポーツに親しむ環境づくりを進めます。  

《重視する視点》 

 ・学校・家庭・地域等社会全体の「横」の連携、協働 

 ・生涯を通じた学びとその成果を社会に活かす環境整備 

・文化やスポーツを楽しむことのできる環境整備 

 

 

第２ 重点的な施策と「信州教育スタンダード」の推進 

  前項に示した基本目標の実現に向け、特に重点的に進める取組を明らかにすると同

時に、その取組により維持・充実していきたい長野県らしい教育の具体的な姿「信州

教育スタンダード」を掲げ、県民の皆さんや教育関係者の理解と共感をえながら施策

を推進します。 

 

１ 重点的な施策 

 

■ 学力・体力の向上 

    平成 23 年度以降、長野県の教育行政の最重点課題に位置付け重点的に施策を実施

してきました。その結果、「全国学力・学習状況調査」や「全国体力・運動能力、運

動習慣等調査」で一定の成果が現れてきていますが、第１次計画で設定した目標の

達成が困難な見込となっているなど、引続き重点的な施策展開が必要です。 

【主な取組】 ＊取組の内容は「４ 施策の展開」の各項目に記載 

○ 知識・技能活用力、課題探究力の育成 

○ 幼保・小・中・高の連続性ある指導充実 

○ 英語コミュニケーション能力、情報活用能力の向上 

○ 長野県版運動プログラム※の推進 

 

■ キャリア教育の推進 

雇用環境の変化や、精神的・社会的な自立の遅れなど、若者を取り巻く厳しい状

況の中で、学校教育と職業生活の間の円滑な接続が重要となっており、学校・家庭・

地域・産業界などが一体となって子どもたちのキャリア発達を促す教育が必要です。 

【主な取組】 

○ 体系的、系統的なキャリア教育 

○ 長野県キャリア教育支援センター、市町村プラットフォーム※による支援 

○ 実社会とつながる体験機会の充実 
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■ 地域に開かれた多様な公立学校 

   学校・家庭・地域社会が互いに信頼関係を築き、学校を地域の核として子どもた

ちの教育を向上させるため、保護者や地域住民が学校運営に参画し、教育活動を支

援する仕組みづくりを推進する必要があります。 

  また、急速な子どもの減少が見込まれる中で、中山間地域などにおける教育の活

力を維持・充実するため、地域の実情に適合した多様な学校づくりの方向性を示す

必要があります。 

【主な取組】 

○ 地域住民の学校支援と運営参画、コミュニティ・スクール(学校運営協議会制

度) ※の拡大 

○ 学校評価※、授業公開の充実 

○ 少子・人口減少社会に対応した新たな学校づくり支援 

○ 第２期高校再編計画の策定 

 

■ 教員の資質能力向上 

  度重なる教員による不祥事の発生によって傷ついた長野県の教育に対する信頼を

取り戻し、質の高い教育を子どもたちに提供するため、「教員の資質向上・教育制度

あり方検討会議」からの提言を踏まえ、教員の採用・人事、評価、研修に係る仕組

みの改革を具体化するとともに、指導力の向上を図る必要があります。 

【主な取組】 

○ 学校運営のマネジメント力向上 

○ 教員の倫理向上、採用の改善、適正評価の推進 

○ 教員研修体系の構築、校内研修の充実 

 

■ いじめ・不登校対策 

  全国的な課題となっているいじめ問題への対応や、減少傾向にあるとはいえ、依

然として多い本県の不登校の実態をふまえ、支援を必要とする児童生徒を切れ目な

く支援する体制や相談体制を充実する必要があります。 

【主な取組】 

○ いじめ等学校問題支援チームの設置 

○ スクールカウンセラー※、スクールソーシャルワーカー※の配置 

○ 「いじめＮＯ！県民ネットワークながの」等との連携 
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■ 特別支援教育の充実 

  障害のある児童生徒が年々増加している中で、長野県特別支援教育推進計画（平

成 24 年９月策定）で示した基本理念や施策推進の方向に基づき、小・中・高等学校

における「インクルーシブ教育システム」※の構築や特別支援教育の地域化を推進す

る必要があります。 

【主な取組】 

○ 小・中・高等学校における特別支援教育の充実 

○ 個別の教育支援計画の作成 

○ 児童生徒の増加に対応した環境整備 

○ 発達障害への支援体制整備 

 

■ 高等教育の充実 

    県内高校から大学に進学する者のうち、８割以上が県外大学に進学している現

状を踏まえ、高等教育を受ける機会の充実や、地域を担う人材の育成、地域振興・

活性化への貢献、さらには長野県の高等教育全体の振興が求められています。 

【主な取組】 

○ 県立４年制大学の設置 

○ 大学間連携や産学協同等による人材育成 

    ○ 小・中・高等学校、地域社会と高等教育機関との連携 

 

■ スポーツの振興 

  県民一人ひとりの人生に彩りを添え、生涯にわたり健康で元気な生活を送ること

ができるよう、誰もが、年齢や適性、興味・目的に応じて、スポーツに親しむこと

のできる環境づくりを推進する必要がある。 

【主な取組】 

○ より気軽に取り組めるスポーツの普及 

○ 総合型地域スポーツクラブ※の育成・支援 

○ 競技力向上に向けた選手強化 

○ 障害者スポーツへの支援 
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２ 「信州教育スタンダード」の設定及び推進 

 

本県の教育の質を将来にわたり維持・向上していくためには、信州教育の伝統や財

産、優れた教育水準を次世代に受け継ぎ、充実させる必要があります。 

また、今後も社会のグローバル化や価値観の多様化が一層進むことが見込まれる中

で、豊かな自然や歴史・文化など長野県の特色や強みを活用し、長野県民としてのア

イデンティティ（帰属意識、同一性）を育む教育の重要性が増しています。 

そこで、長野県ならではの教育として、県の取組だけでなく、県民全体で理念を共

有して維持したい「教育の伝統」や、充実したい「教育活動」、実現したい「教育目

標」を「信州教育スタンダード」として次のとおり示します。 

また、長期的な視点で、「信州教育スタンダード」の推進により実現したい未来の

姿を併せて提案します。 

次に掲げた事項の他にも、「信州教育スタンダード」と呼ぶにふさわしい教育活動や

教育目標を、計画期間中に掘り起こし、検証してスタンダードとして明確化します。 

「信州教育スタンダード」は、個々の学校や市町村、教育関係者に取組を強制する

ものではありませんが、その実現や充実に向けて、県として必要な施策・事業を推進

するとともに、積極的な周知・啓発活動（ＰＲ、キャンペーン）により学校・家庭・

地域・企業・市町村等の連携協力を促進します。 

 

 

【参考：スタンダード設定の視点】

　●長野県の特色（ポテンシャル）を
　　活かした教育
　●県民としてのアイデンティティを
　　育む教育
　●優れた教育水準

（市町村・学校のスタンダード）

【信州教育スタンダード】

【ナショナルスタンダード】

　・学校設置基準

　・学習指導要領

　・教職員給与負担

　・施設整備補助　　等

教育
水準

ポ
テ
ン
シ
ャ

ル
を
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た
教
育
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育
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◇◇◇ 「信州教育スタンダード」設定（推進）項目 ◇◇◇ 

スタンダード（教育の特長や目標とする教育の具体像） 区 

分 【設定の理由・趣旨】 
⇒ 

推進して実現 

したい未来の姿 

国にさきがけて小・中学校 30 人規模学級編制が実現し

ている 

活 

動 

県独自の教員配置により、小学校については 35 人以下の学級
の割合が全国３位（H23 現在）の高さであり、中学校についても
平成 25 年度に 30 人規模学級編制が３年生まで拡大する予定。今
後も全国トップクラスの学習環境を維持していく。 

⇒ 

児童生徒へのきめ

細かな支援が充実

し、一人ひとりが

能力を十分伸ばし

ている 

信州の自然や特色を生かした体験学習（中学校集団登

山、スキー・スケート教室、農林業体験等）が活発 

伝 

統 

学校行事として中学校集団登山、スキ－・スケート教室等の冬
季スポーツ、農林業体験など、子どもたちの記憶に残る長野県な
らではの体験学習が活発に行われている。引続き関係者が協力し
て維持していきたい。 

⇒ 

信州に誇りと愛着

を持つ人材が育っ

ている 

 

全ての高校生（全日制）が卒業するまでに就業体験を行

うようにする 

目 

標 

地域や産業界の協力を得て高校生のキャリア教育を積極的に
推進し、現在の就業体験率１／３程度を全国トップレベルの水準
に引き上げ、長野県教育の特長にしていきたい。 

⇒ 

高校生が将来に対

する目的意識を持

って成長している 

 

学校で県歌「信濃の国」や地域の歌を学んでいる 伝 

統 
多くの県民が、学校で「信濃の国」や市町村の歌を習い、大人

になっても愛着を持って歌っていることは、他に例を見ない本県
独自の特色であり、今後も維持・充実していきたい。 

⇒ 

全ての県民（県出

身者）が「信濃の

国」を歌え、信州

に誇りを持ってい

る 

県内の幼稚園・保育所、小・中学校で長野県オリジナル

の「運動プログラム」による体力向上に取り組む 

目 

標 

幼児期からの発達段階に応じた楽しさの要素を取り入れた長
野県オリジナルの運動プログラムを作成している。全ての幼稚
園・保育所、小・中学校に普及し、長野県の特長にしていきたい。 

⇒ 

子 ど も た ち の 体

力・運動能力が向

上している 

子どもたちが身近な地域行事に積極的に参加している

（全国トップクラス） 

伝 

統 

各地の地域活動や行事が活発に行われ、参加している児童生徒
の割合が全国トップクラスである。引続き関係者が協力して維
持・充実していきたい。 

⇒ 

子どもたちが社会

性や郷土愛を身に

付けて成長してい

る 
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スタンダード（教育の特長や目標とする教育の具体像） 区 

分 【設定の理由・趣旨】 
⇒ 

推進して実現 

したい未来の姿 

オリジナル指導資料「信州"Basic"(ﾍﾞｰｼｯｸ)」※を全ての

義務教育教員に浸透させる 

目 

標 

長野県教育が重視してきた授業づくり、教員が心がけるポイン
トを整理したオリジナルの指導資料を作成している。指導力向上
のため義務教育関係教員に広く普及していきたい。 

⇒ 

効果的な指導が行

われ、子どもたち

に確かな学力が身

に付いている 

 

長野県らしい特別支援教育の地域化を進める 

（特別支援学校分教室※設置、副次的学籍※導入の取組） 

目 

標 

全国で３番目に設置した特別支援学校の分教室や副次的な学
籍導入による日常的な交流及び共同学習の促進等の地域化を進
めている。障害のある子どもができるだけ身近な地域で必要な教
育を受けられる体制を構築したい。 

⇒ 

障害のある子ども

たちが身近な地域

で同年代の友と共

に学んでいる 

 

活発な公民館活動が行われている 

（公民館数、利用者数が全国一） 

伝 

統 

公民館活動が活発で、公民館数、公民館利用者数が全国一多く、
県民の学習意欲が高い。今後も生涯にわたり学び続けることので
きる基盤を維持・充実していきたい。 

⇒ 

多くの県民が身近

な地域で自分の興

味・関心や地域課

題に応じて学んで

いる 

各地域で通学合宿が活発に行われるようにする 

 

目 

標 

地域コミュニティ組織やＰＴＡ、学校等が連携して、公民館等
で異年齢の小学生が共同生活しながら通学する合宿を県として
推進し、長野県の特長にしていきたい。 

⇒ 

子どもたちが生活

の知恵や社会性、

人間関係形成力を

身に付け成長して

いる 

冬季アスリートを発掘・育成する取組「ＳＷＡＮプロジ

ェクト」※に取り組んでいる 

活 

動 

長野オリンピックの財産である人的・物的・環境資源を活用し
て、冬季競技の素質のある子どもたちを発掘し、世界で活躍する
アスリート（競技者）を育成する取組を行っている。今後も日本
を代表する選手の輩出に向けて取組を継続していく。 

⇒ 

SWAN プロジェ

クト出身のオリン

ピック選手が活躍

している 

 

 

 

 

 

【区分】の種類 
「伝統」：県民・学校等の自主的取組による優れた伝統で、施策を支える基盤となるもの  
「活動」：施策の推進の成果として、長野県の特長となっている活動  
「目標」：施策を推進して、新たな長野県教育の特長にしていきたい目標  
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   【参考：基本目標、重点的な施策と「信州教育スタンダード」の関係】 

 

 

 

 

 

第４編 基本計画  第２ 重点的な施策と「信州教育スタンダード」の推進 

重点施策

■地域と共にある学校づくり

■いじめ・不登校対策

■特別支援教育の充実

■キャリア教育の推進

■学力・体力の向上

■教員の資質能力向上

■多様な公立学校のかたち
づくり

【目標】各地域で通学合宿の活発化

【目標】全ての高校生（全日制）の就業体験

【目標】オリジナル指導資料「信州ベーシッ
ク」の普及

【活動】冬季アスリート発掘・育成「ＳＷＡＮプ
ロジェクト」

【目標】長野県オリジナル「運動プログラム」
の普及

【伝統】信州の自然や特色を活かした体験
学習（集団登山、スキー・スケート、農林業）

【伝統】活発な公民館活動（公民館数、利用
者数全国一）

【伝統】県歌「信濃の国」や地域の歌を学校
で歌う

【目標】長野県らしい特別支援教育の地域
化

【伝統】子どもたちが地域の行事に参加（全
国一）

知
・
徳
・
体
が
調
和
し
、

社
会
的
に
自
立
し
た
人
間
の

育
成

多
様
性
を
認

め
、

共
に
生
き

る
社
会
の
実
現

社
会
全
体
で
共
に
育

み
共
に
学
ぶ
教
育
の

推
進

■信州教育スタンダード■ 実現実現実現実現したいしたいしたいしたい未来未来未来未来のののの姿姿姿姿

効果的な指導が行われ、子どもた
ちに確かな学力が身に付いている

児童生徒へのきめ細かな指導が
充実し、一人ひとりが能力を十分
に伸ばしている

信州に誇りと愛着を持つ人材が
育っている

全ての県民（県出身者）が「信濃の
国」を歌え、信州に誇りを持ってい
る

子どもたちの体力・運動能力が向
上している

子どもたちが社会性や郷土愛を身
に付けて成長している

多くの県民が身近な地域で自分の
興味・関心や地域課題に応じて学
んでいる

SWANプロジェクト出身のオリンピッ
ク選手が活躍している

【再掲】地域と共にある学校
づくり

■スポーツの振興

障害のある子どもたちが身近な地
域で同年代の友と共に学んでいる

基本目標

【活動】小・中学校30人規模学級編制

高校生が将来に対する目的意識を
持って成長している

子どもたちが生活の知恵や社会
性、人間関係形成力を身に付け成
長している

信州らしい教育の特長や目標とする教育の具体像

　　　　主として県事業で推進

　　　　主としてPR、キャンペーンで推進

事

Ｐ

事

事

事

事

事

事

事

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

【スタンダードの種類】
　【伝統】：県民・学校等の自主的取組による優れた伝統で、

　　　　　　 施策を支える基盤となるもの

　【活動】：施策の推進の成果として、長野県の特長となっている活動

　【目標】：施策を推進して、新たな長野県教育の特長にしていきたい
　　　　　　 目標
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第３ 長野県総合５か年計画の主要プロジェクト（教育分野） 

   本計画の上位計画である「長野県総合５か年計画（仮称：平成 25年 2 月県議会に提

案予定）」においては、今後５年間の政策推進の基本方針を定め、この基本方針にのっ

とり「未来の信州」に向けた先駆的で先導的な取組について、部局横断的なプロジェ

クトとして推進することとしています。 

   主として教育分野で進めるプロジェクトとしては、「教育再生プロジェクト」を掲げ

ており、本計画においてもプロジェクトに沿った施策を重点的に進めます。 

 

「長野県総合５か年計画（仮称）原案－第 4 編 プロジェクトによる施策の推進」から抜粋 

８８８８    教育教育教育教育再生再生再生再生プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト    

～～～～良良良良きききき人生人生人生人生をををを築築築築きききき社会社会社会社会にににに貢献貢献貢献貢献できるできるできるできる人材人材人材人材のののの育成育成育成育成～～～～ 

 

 

子どもたち一人ひとりが、学力や体力、人間性などを身に付け、自らの人生を切り拓き、社

会に貢献できる人材として育つとともに、県民誰もが生涯にわたる学びを通じて自己を磨き、

豊かな人生を送ることができる教育県をめざします。 

 

○ 子どもへの多様な教育の場が整備され、教師の個に応じた適切な指導により、支援を必要と

している子どもを含め全ての子どもが持てる力を発揮し、個性を輝かせています。 

○ 学校の自主性が確保され、保護者や地域住民が学校運営に参画し、子どもたちにより良い教

育が提供されています。 

○ 子どもたちは、高い意欲を持って学び、基礎的・基本的な知識・技能に加えて実社会で必要

となる実践力やコミュニケーション力を身に付けています。 

○ 誰もが生涯を通じて学び続けることで自らを高め、一人ひとりが人生を充実させているとと

もに、学んだことを地域社会に活かすことで地域に活気があふれています。 

 

 

 

 

 

 

○学習習慣・生活習慣の確立と基礎学力の定着のため、小・中学校での30人規模の学級編制

などによりきめ細かな指導を行います。 

○児童生徒の学力の向上のため、全国学力・学習状況調査等に基づく課題分析の実施や学習

指導の基礎基本を示した「信州ベーシック＊」の普及などにより授業の質を向上させます。 

○児童生徒の体力・運動能力の向上のため、幼児期からの運動遊びなどを取り入れた長野県

版運動プログラムの普及を推進します。 

○支援関係者の資質向上や連携強化などにより発達障害児に対する支援体制を整備するとと

もに、発達支援を専門的に行う学びの場について検討を進めます。 

○人口減少社会の中、教育の質を確保するため、高等学校再編計画を策定するとともに、小・

中学校のあり方について市町村とともに検討し新たな学校づくりを推進します。 

第４編 基本計画  第３ 長野県総合５か年計画の主要プロジェクト（教育分野） 

目 標 

主な取組 

[[[[アクションアクションアクションアクション１１１１]]]]（学力・体力の向上と多様な学習機会の提供） 

子どもたちの学力や体力を向上させるとともに、一人ひとりの個性に合った多様な学

習機会を提供します。 

未来の姿 

（※アクション：このプロジェクトの目標を実現するために県が取り組むことを示しています。） 
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○課題研究などを通して探究的な学習をする学科の設置、中高一貫教育の拡大、全国から生

徒が集まる特色学科の設置など魅力ある高校づくりに向けた検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○保護者や地域住民が学校運営に参画し、学習支援や教育環境の整備などの教育活動を支援

する信州独自の仕組み（信州型コミュニティスクール）を検討し、その普及を推進します。 

○学校組織のマネジメントの改善、新たな研修体系の確立、教員採用や人事評価の見直し、

市町村等への権限移譲など、新たな教育行政の仕組みづくりを推進します。 

○フリースクールなど民間団体との連携による不登校児童生徒への支援を行います。 

 ○いじめに悩む児童生徒や保護者を支援するとともに、民間の支援団体や関係機関による「い

じめＮＯ！県民ネットワークながの」との連携などによりいじめを見逃さない環境づくり

を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○農林業体験、福祉体験、就業体験など児童生徒の社会体験・職業体験活動を推進しま

す。 

○公民館等を活用した異年齢の小学生の通学合宿を支援し、子どもたちの自主性・協調

性を養います。 

○高校生が赤ちゃんや幼児との触れあい体験を通じ、子育てを理解する教育を推進しま

す。 

○障害のある子どもを対象とした就労体験活動である「ぷれジョブ」を普及します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４編 基本計画  第３ 長野県総合５か年計画の主要プロジェクト（教育分野） 

[[[[アクションアクションアクションアクション３３３３]]]]（農林業体験など体験活動の推進） 

子どもたちの社会性や自主性を育むため、小・中・高等学校で農林業体験、福祉体験、

就業体験など様々な体験活動を推進します。 

主な取組 

県民の皆様へ 

県民の皆様へ 

[[[[アクションアクションアクションアクション２２２２]]]]（地域に開かれた信頼される学校づくり） 

コミュニティスクールなど、家庭や地域が小・中学校を支える仕組みを構築し、地域

に開かれ信頼される学校づくりを進めます。 

主な取組 

県民の皆様へ ・保護者はもとより地域住民の皆様は、学校運営に積極的な支援をお

願いします。 

・社会体験・職業体験への協力など、学校と連携して子どもたちの

体験を通じた学びを支援しましょう。 

・子どもたちの多様な個性や能力を大切にしながら、子どもたちを

しっかり見守り、支えていきましょう。 

・人口減少等に対応した新しい学校づくりについて一緒に考えてい

きましょう。 

（※プロジェクトの目標を実現 

するために取り組んでいただ 

きたいことを記載しています。） 
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○情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した授業の実施による児童生徒の学力や情報活用能力

を向上させる取組について、モデル校を選定するなど全県への普及を推進します。 

○児童生徒の英語コミュニケーション能力の向上のため、英語指導教員の研修の充実、小学

校での外国語活動の指導用教材の活用、留学の支援などに取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○大学間の連携の強化や産学が協働して人材育成について対話する場づくりなど、長野

県の高等教育全体を振興します。 

○グローバル社会に対応し、地域や産業にイノベーションを創出していく人材を育成す

るため、長野県短期大学を改組し、新たな県立４年制大学を設置します。 

○勉学の意欲はあるが、経済的理由で進学が困難な学生に対して、奨学金制度や授業料

免除により支援することを検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○生涯学習推進センターにおいて、地域の生涯学習指導者の養成を行うなど県民の多様

な学びを支援します。 

○県立長野図書館において、市町村立図書館等と連携した図書の相互貸借の実施などに

より、利用者の利便性を向上させます。 

○長野県長寿社会開発センターが運営するシニア大学において、地域の課題に気づき、

行動できる人づくりをめざし、新たに社会参加の重要性などを学ぶカリキュラムを充

実することにより高齢者の学びの環境を整備します。 

○県機関や市町村公民館等が連携して地域課題をテーマとした講座を身近な場所で開催

するなど、県民が学びやすい環境づくりと地域づくりに参加するきっかけづくりを推

[[[[アクションアクションアクションアクション５５５５]]]]（高等教育全体の振興） 

地域社会の発展に貢献できる有為な人材を育成するため、県内の高等教育全体を振興

するとともに、県立４年制大学を設置します。 

主な取組 

県民の皆様へ 

[[[[アクションアクションアクションアクション４４４４]]]]（情報活用能力、英語コミュニケーション能力の向上） 

時代の変化に対応できる人材を育成するため、子どもたちの情報活用能力や英語コミ

ュニケーション能力の向上に取り組みます。 

主な取組 

県民の皆様へ 

主な取組 

[[[[アクションアクションアクションアクション６６６６]]]]（生涯にわたる学びの環境整備） 

生涯にわたる学びや学び直しができる環境整備を進めます。 

第４編 基本計画  第３ 長野県総合５か年計画の主要プロジェクト（教育分野） 

・ＩＣＴ活用や英会話などの専門的な能力を持っている方は、学習ボ

ランティアなどで児童生徒の学びの支援をお願いします。 

・県内高等教育関係者の皆様は、長野県の未来を担う人材育成に連携

して取り組みましょう。 

・経済界の皆様は、インターンシップの受入れや大学との対話促進な

ど高等教育機関との連携をお願いします。 
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進します。 

 

 

 

 

 

指 標 名 現 状 
目 標 

（平成 29 年度） 備 考 

小学校 
90.4％ 

（H23年度） 
92.0％ 

「学校へ行くのが楽しい」と答
える児童の割合 
［現状を上回る数値を目標に
設定］ 

中学校 
85.7％ 

（H23年度） 
90.0％ 

「学校へ行くのが楽しい」と答
える生徒の割合 
［現状を上回る数値を目標に
設定］ 

学校満足
度 

高等学校 
75.3％ 

（H24年度） 
80.0％ 

「学校の授業が理解できてい
る」と答える生徒の割合 
［現状を上回る数値を目標に
設定］ 

全国学力・学習状況調査 

基礎的・基本的な内容
の定着度が全国平均
よりも高い児童生徒
の割合 

小学校 61.8％ 
中学校 56.5％ 
（H24年度） 

小 学 校 6 5 . 0％ 
中 学 校 6 0 . 0％ 

全国学力・学習状況調査の主と
して知識に関する問題（算数
A、数学 A）で、全国平均より
正答率が高い児童生徒の割合 
［全国上位の水準を目標に設
定］ 

 
「学習したことを実
生活の場面に活用す
る力」が全国平均より
高い児童生徒の割合 

小学校 58.0％ 
中学校 53.8％ 
（H24年度） 

小 学 校 6 0 . 0％ 
中 学 校 5 6 . 0％ 

全国学力・学習状況調査の主と
して活用に関する問題（算数
B、数学 B）で、全国平均より
正答率が高い児童生徒の割合 
［全国上位の水準を目標に設
定］ 

全国体力・運動能力、運
動習慣等調査での体力
合計点（全国順位） 

31位 
（H22年度） 

10位台 

全国体力・運動能力、運動習慣
等調査での体力合計点の全国
順位（小・中学校） 
［全国上位の水準を目標に設
定］ 

信州型コミュニティス
クールの実施割合（小・
中学校） 

21.0％ 
（H24年度） 

100％ 

保護者・地域による学校支援や
学校運営参画の仕組みができ
ている小・中学校の割合 
［全ての公立小・中学校で体制
ができていることを目標に設
定］ 

就業体験活動を実施し
た生徒数の割合（高校
生） 

52.2％ 
（H24年度） 

100％ 

高校在学中に１日以上就業体
験活動を実施した全日制生徒
数の割合 
［全ての生徒が実施すること
を目標に設定］ 

英語検定 
３級レベル
（中学生） 

19.8% 

（H23年度） 
40.0％ 英語コミ

ュニケー
ション能
力水準 

英語検定 
準２級レベル
（高校生） 

30.0% 

（H23年度） 
40.0％ 

中学校卒業時に英語検定３級
レベルに達する生徒と高等学
校卒業時に英語検定準２級レ
ベルに達する生徒の割合 
［現状を上回ることを目標に
設定］ 

 

 

達成目標達成目標達成目標達成目標    

県民の皆様へ 

【用語解説】 

□信州ベーシック：学び合える雰囲気の学級づくりに向けた留意点や、めりはりのある授業の工夫など長

野県教育が重視してきた授業づくりのために教員が心がけるポイントを整理したオリジナルの指導資料 

第４編 基本計画  第３ 長野県総合５か年計画の主要プロジェクト（教育分野） 

・生涯にわたって様々な人々と関わりながら学びつづけるとともに、

学びの成果を地域や社会に活かしましょう。 

（※プロジェクトでめざす到達点をできるだけわかりやすく示す指標とその目標値を示しています。） 
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第４ 施策の展開 

 

【施策体系図】 

基本
理念

基本
目標

基本施策

(1)確かな学力を伸ばす教育の充実

(2)高校教育の充実

(1)キャリア教育の充実

(2)長野県・地域を学ぶ体験学習

(3)世界につながる力の育成

(4)高等教育の充実

(1)豊かな心を育む教育　

(2)健康づくり・体力の向上

(3)幼児教育の充実

(1)地域と共にある学校づくり

(2)教員の資質能力向上

(3)安全・安心の確保

(4)教育環境の維持改善

(1)いじめ・不登校等悩みを抱える児童生徒の支援

(2)特別支援教育の充実

(3)困難を有する子ども・若者の自立支援

(4)私学教育の振興

(1)学びが循環する社会の創造

(2)子どもの未来づくり

(1)文化芸術の振興

(2)文化財の保護・継承・活用

(3)スポーツの振興

5 すべての子どもの
学びを保障する支援

施　策　の　具　体　的　方　向

一
人
ひ
と
り
の
学
び
が
生
き
る
教
育
立
県

「
信
州

」
の
創
造

　
　
知
・
徳
・
体
が
調
和
し

、
社
会
的
に
自
立
し
た
人
間
の
育
成

1 未来を切り拓く学
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る生涯学習の振興

7 潤いと感動をもた
らす文化・スポーツ
の振興

3 豊かな心と健やか
な身体の育成

2 信州に根ざし世界
に通じる人材の育成

多
様
性
を
認
め

、

共
に
生
き
る
社
会

の
実
現

 

 ※個々人のライフステージ（成長段階）に応じた教育施策の体系図を参考資料として 

示します。【96ページ参照】 
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＜施策の展開の構成＞ 

 

 次頁からの施策の展開については、次の内容で構成しています。 

 

 

現状と課題 

項目ごとに、子どもたちの現状や教育を取り巻く環境、教育施策の現状や課題等を記

述しています。 

 

第１次計画の成果と課題 

  各項目に関わる第１次計画の５年間の成果の見込みや平成 24 年度末における達成目

標の達成予測を記述するとともに、第１次計画の点検評価の視点での今後求められる取

組を記述しています。 

 

成果目標 

  施策の具体的方向性を総括的に示す目標を設定して記述しています。 

原則として、施策の受益者（児童生徒、県民、社会等）にとってどのような成果を目

指すのかという視点で目標を設定しています。 

 

測定指標 

成果目標の内容の達成度を測定する指標を記述しています。 

客観性確保のために、数値による指標を設定しています。達成度の評価に当たっては、

計画に記述しなかった様々な指標の活用や新たな指標の開発、様々な事例の収集等も含

めて評価していきます。 

 

主な施策の展開 

  目標の達成に向けて今後５年間で取り組む具体的な施策を、主な項目毎に記述してい

ます。 

 

※ 文章中の※印（上付き小文字）がついている用語は、文末に用語解説があります。 
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１ 未来を切り拓く学力の育成 

 

（１）確かな学力を伸ばす教育の充実（主に義務教育段階） 

 

現状と課題 

○ グローバル化の進行など社会の変化の激しい時代の中で、基礎的・基本的な

知識・技能に加え、それを活用する力、コミュニケーション能力等、子どもが

自ら未来を切り拓いていく学力が必要になっています。 

○ 「全国学力・学習状況調査」によると、本県児童生徒の学力は基礎的・基本

的な知識・技能に比べ知識・技能等を活用する力に課題が見られます。また、

上位層の児童生徒数が比較的少なく、「伸びる力」をより伸ばせるよう個に応じ

た指導が求められています。 

○ 「教育に関するアンケート調査」（平成 23 年度）では中学校、高等学校の教

員の授業方法に大きな違いが見られ、子どもたちの学びの連続性の面で課題が

見られます。 

○ 社会環境の変化により子どもたち同士が交わり人間関係を形成する機会が減

少する一方で、異なる価値観の他者と協力して課題解決する力が求められてき

ています。 

 

図１－(1)－① ｢全国学力・学習状況調査｣の問題種類別の長野県の平均正答率 
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心がけている授業方法（教員調査）

1.0%

2.8%

22.5%

38.0%

32.9%

12.0%

32.1%

36.2%

13.9%
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54.0%

45.9%

48.9%
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43.1%

26.1%

64.1%

54.8%

17.2%

4.6%
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1.教師主導の講義形式の授業（小学校）

（中学校）

（高等学校）

2.課題把握、個人追求、共同追求

といった課題解決型の授業（小学校）

（中学校）

（高等学校）

3.グループ活動を取り入れた授業（小学校）

（中学校）

（高等学校）

多くするように特に
心がけている

まあ心がけている あまり心がけて
いない

無回答

図１－(1)－②  教育に関するアンケート調査（授業方法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     教育総務課「教育に関するアンケート調査（教員調査）」平成 23 年度 

 

第１次計画の成果と課題 

○ 確かな学力を育成するために、客観的なデータに基づくＰＤＣＡ（計画・実

行・検証・改善）サイクル※による学力向上に取り組む小・中学校の増加を図り

ました。しかし、達成目標としている「基礎的・基本的な内容の定着度（小学

生）」については、定着が不十分であったと考えられ、引続き基礎的・基本的な

知識・技能の確実な定着に向けた授業改善の取組を推進する必要があります。 

 

    

 

 

 

 

【第１次計画 目標達成見込】 

達成目標 目標値 H23 実績値 達成予測 

基礎的・基本的な内容の定着度

（小学生） 
72.0％ 56.4％ 達成困難 

基礎的・基本的な内容の定着度

（中学生） 
53.0％ 55.3％ 達成見込み 
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成果目標 

 

○ 児童生徒が基礎的・基本的な知識・技能、知識・技能を活用する力、課題探究

力や人間関係形成力等の基礎的・汎用的能力※を身に付けられるようにします。 

○ 学ぶ意欲や目的意識をもった子どもを育てます。 

 

測定指標 

測定指標項目 現状値 平成 29 年度の目標 備 考 

「授業がよく分かる」と答え

る児童生徒（小６、中３）の

割合 

小・中学校 

73.7％ 

（平成24年度） 

小・中学校 

76.0％ 

 

文部科学省「全国
学力・学習状況調
査」児童生徒質問
紙の算数・数学に
関する項目 

基礎的基本的な内容の定着

度が全国平均よりも高い児

童生徒（小６、中３）の割合 

小学校 61.8％ 

中学校 56.5％ 

（平成24年度） 

小学校 65.0％ 

中学校 60.0％ 

 

文部科学省「全国
学力・学習状況調
査」の主として知
識に関する問題
（算数Ａ、数学Ａ）
で、全国平均より
正答率が高い児童
生徒の割合 

基礎的基本的な内容の定着

が十分でない児童生徒（小

６、中３）の割合 

小学校 5.4％ 

中学校 10.5％ 

（平成24年度） 

小学校 4.0％ 

中学校 8.0％ 

 

文部科学省「全国
学力・学習状況調
査」の主として知
識に関する問題
（算数Ａ、数学Ａ）
で、平均正答率の
半分以下の正答で
あった児童生徒の
割合 

「学習したことを実生活の

場面に活用する力」が全国平

均よりも高い児童生徒の割

合 

小学校 58.0％ 

中学校 53.8％ 

（平成24年度） 

小学校 60.0％ 

中学校 56.0％ 

 

文部科学省「全国
学力・学習状況調
査」の主として活
用に関する問題
（算数Ｂ、数学Ｂ）
で、全国平均より
正答率が高い児童
生徒の割合 

 

   主な施策の展開 

確かな学力を伸ばすための教育を充実するために、次のような取組を進めます。 

 

① 学習習慣の確立と基礎学力の定着 

○ 小・中学校における30人規模学級編制など、児童生徒一人ひとりに応じ

たきめ細かな指導を行うことにより、学習習慣・生活習慣の定着と基礎学

力の向上を図ります。 【義務教育課】 

 

② 知識・技能活用力、課題探究力の育成 

○ 30人規模学級の良さを生かして、子ども同士や様々な人々との関わりを

深めながら学んだり、実験や実習、体験的な活動など体を使って学んだり

することの充実を図ります。【義務教育課、教学指導課】 
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○ 子ども同士の学び合い（グループ学習、討議形式等の参加型の授業）の

機会を増やすことによって、知識技能を活用する力や課題を探究する力の

育成を図ります。【教学指導課】 

 

③ 継続的な学力向上の検証改善サイクルの確立 

○ 児童生徒の学力向上を目指して、各校が指導改善に取り組む上で参考と

なる情報を提供することにより、学力向上のためのＰＤＣＡサイクル※の確

立を支援します。【教学指導課】 

○ 「全国学力・学習状況調査」などの結果を活用し、一人ひとりの子ども

たちに応じた指導や授業の改善に取り組みます。 【教学指導課】 

 

④ 「伸びる力」を一層伸ばす指導内容の充実 

○ 伸びる力を一層伸ばせるよう、習熟の度合いに応じた指導、子どもの興

味・関心に応じた課題学習、補充的な学習や発展的な学習を推進します。【教

学指導課】 

 

⑤ 小中・中高の連続性ある指導 

○ 小中連携、中高連携の好事例の学校への普及啓発や、小中学校による合

同研修会等への支援により、小中・中高の接続が一層円滑になるよう取り

組みます。【義務教育課、高校教育課、教学指導課】 

   

⑥ 学習の適切な評価 

○ 「授業がもっと良くなる３観点」※の充実を支援し、学習評価と指導の一

体化を図り、学力の確かな定着を一層促進します。【教学指導課】 

○ 中学校における学習の成果が、高等学校の入学時においても適切に評価

されるよう高等学校入学者選抜学力検査問題の改善を図ります。 【教学指

導課】 

 

⑦ ＩＣＴの活用等による確かな学力の育成 

○ ＩＣＴを活用した一斉学習や個別学習、協働学習等による分かる授業の

実践から、確かな学力を育成します。【教学指導課】 

○ 県立学校におけるＩＣＴ利用環境を充実し、一人ひとりの子どもたちに

応じた指導や授業の改善を進めます。【高校教育課、特別支援教育課】 
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（２）高校教育の充実 

 

現状と課題 

○ 多様な学科開設や教育課程の弾力化等により生徒の個性を伸ばす教育を進め

てきましたが、一部の高校で英語科が見直され普通科に転換されるなど生徒の

ニーズに見合った検証が必要となっています。 

○ 中学校卒業生の約 98％が高等学校に進学していますが、生徒の中には、学ぶ

目的の喪失や学習意欲の欠如、家庭学習時間の減少などの課題を抱える生徒が

います。 

また、各学校において卒業までの間に何を身に付けさせているのかが見えに

くくなっているとの指摘もあります。 

○ 半数近くの高等学校で、小・中学校の学習内容の「学び直し」が行われてお

り、また、学力上位層が他県と比較して少ない傾向もあるため、小中高が連携

した学力向上の取組が必要となっています。 

○ 高校教育の質の保証に関して、子どもたちの多様化へ対応する一方で、どの

ような人材を育成し、その力を育むのかという成果の視点で高校づくりを考え

ることがより重要になってきています。 

○ 県内高等学校の生徒のうち 17.1％が私立高等学校に在籍しており、それぞれ

の学校が建学の精神に基づく教育活動を展開することで、本県の高校教育の発

展に貢献しています。 

 

図１－(2)－１ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              次世代サポート課「青少年生活意識調査」平成 23 年度   

「学校生活」に関するアンケート結果
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４年制大学現役進学率（県内公立高等学校）
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図１－(2)－２  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 文部科学省「学校基本調査」 

 

 

    第１次計画の成果と課題 

○ 近年、家庭の経済状況の悪化や大学生の厳しい就職状況等から、大学進学よ

りも就職を選択する生徒が増加する傾向があり、４年制大学現役進学率が目標

達成困難な状況です。今後も、生徒が希望する進路選択ができる学力向上を進

めていく必要があります。 

【第１次計画 目標達成見込】 

達成目標 目標 値 H23 実績値 達成予測 

４年制大学現役進学率（県内公

立高等学校） 
40.0％ 38.7％ 達成困難 
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成果目標 

 

○ 基礎的な学力の習得に加え、生徒が基礎的・汎用的能力※を身に付けられるよ

うにします。 

○ 生徒のニーズに則した教育課程の弾力化や内容の工夫により、学ぶ意欲や目的

意識をもった生徒を育てます。 

○ 平成 30 年以降に実施予定の第２期長野県高等学校再編計画を策定します。 

 

    測定指標 

測定指標項目 現状値 平成 29 年度の目標 備 考 

「学校の授業が理解できて

いる」と答える生徒（高２）

の割合  

75.3％ 

（平成24年度） 

80.0％ 

 

教学指導課「高等

学校意識調査」 

長野県学力実態調査（高２）

での基礎学力定着度（正答

率） 

国語 63.4％ 

数学 58.9％ 

英語 58.0％ 

（平成21年度） 

国語 65.0％ 

数学 60.0％ 

英語 60.0％ 

 

教学指導課「高等

学校学力実態調

査」 

専門学習に関わる競技会や

大会（北信越大会以上等）に

出場した個人・団体数（専門

高校※） 

146 人・団体 

（平成24年度） 

156 人・団体 

 
教学指導課調べ 

第２期長野県高等学校再編

計画の策定 

－ 

 

策定 

 
 

 

 

    主な施策の展開 

高校教育を充実するために、次のような取組を進めます。 

 

① 魅力ある高校づくり 

○ 県立高等学校において時代と生徒のニーズに合った教育課程の弾力化を

推進し、個性豊かな魅力ある高校づくりを推進します。【教学指導課】 

 

② 高校教育の質保証 

○ 第１期高等学校再編計画の着実な推進と適切な評価を実施するとともに、

人口減少社会に対応し高校教育の質保証と多様性を確保する第２期高等学

校再編計画の策定に取り組みます。【高校教育課】 

○ 高等学校における学力実態・意識調査の実施等により、基礎学力の確実

な定着と「伸びる力」を一層伸ばすための指導内容の工夫や、授業におけ

る観点別評価を進めます。【教学指導課】 
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○ 生徒の知識・技能を活用する力や思考力、表現力等を向上するため、学

校での様々な学習活動において、発表（プレゼンテーション）等の取組を

推進します。【教学指導課】 

○ 中学校と高等学校間の教育課程・方法上の接続を考慮した研修などによ

り、生徒の基礎的な学力の保障や学ぶ意欲の向上などに取り組みます。【教

学指導課】 

○ 学習合宿や進学対策集中講座などを実施します。【教学指導課】 

 

③ 私立高等学校の振興 

○ 私立高等学校がその自主性に基づき特色ある教育の展開ができるよう、

私立高等学校の運営に要する経費について、私立学校教育振興費補助金に

より助成を行います。【情報公開・私学課】 
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「自己肯定感」に関するアンケート結果
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２ 信州に根ざし世界に通じる人材の育成 

 

（１）キャリア教育の充実 

 

現状と課題 

○ キャリア教育に関わる取組が個々に行われており、学校全体での位置付けや

教科指導とのつながりが不明確な部分があります。また、市町村によって学校

と企業、地域とのつながりを作る取組に差が見られます。 

○ 普通科の高校生の就業体験活動※の実施率は職業学科の生徒と比べて低く、ま

た、普通科の生徒の多くが、目的意識が不明確なまま進路選択を行っていると

の指摘があります。 

○ 専門高校※においては、職業の多様化や就職環境の変化等への対応が求められ

ており、地域や産業界等と連携した実践的な教育を充実することが課題となっ

ています。 

○ 就職した若者について、社会への参画意識や自己肯定感、人間関係形成力、

コミュニケーション能力など社会人・職業人としての基礎的能力が低いなどの

指摘があります。 

○ 雇用環境の変化など若者を取り巻く経済・社会の状況が変化しており、学校

から社会・職業への円滑な移行に課題が見られます。学校教育と職業生活の円

滑な接続を図り、子どもや若者に、望ましい職業観・勤労観及び職業に関する

知識・技能を育成する必要があります。 

 

図２－(1)－① 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 次世代サポート課「青少年生活意識調査」平成 23 年度 

第４編 基本計画  第４ 施策の展開 ２ 信州に根ざし世界に通じる人材の育成 （１）キャリア教育の充実 



 

 

 

- 31 - 

 

第１次計画の成果と課題 

○ 高等学校における職場体験の実施率は達成見込みですが、中学校では、新学

習指導要領の実施などにより総合的な学習の時間の授業時間数が減少し、体験

をする時間の確保が難しくなり目標達成が困難な状況です。今後は、学校の職

場体験を地域が支援する仕組みの構築や、高校における時代に応じた多様な就

業体験の機会の確保等が求められています。 

 

【第１次計画 目標達成見込】 

達成目標 目標値 H23 実績値 達成予測 

３日以上の職場体験実施校数

（中学校） 
120 校 91 校 達成困難 

高校生の職場体験者率（県立高

等学校） 
12.0％ 11.3％ 達成見込み 
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成果目標 

 

○ 社会的・職業的に自立した人間の育成のために、基礎的・汎用的能力※を身に

付けられるようにします。 

○ 自己の特性や関心に応じた進路目標を持ち、社会情勢を適切に判断し、進路

を選択できる能力を育てます。 

○ 社会の一員として、地域の中での課題を見つけ、よりよい社会づくりに参加・

貢献できる能力を身に付けた人材を育てます。 

     

測定指標 

測定指標項目 現状値 平成 29 年度の目標 備 考 

「将来の夢や目標をもって

いる」と答える児童生徒（小

６、中３）の割合 

小・中学校 

80.2％ 

（平成24年度） 

小・中学校 

83.0％ 

 

文部科学省「全国

学力・学習状況調

査」 

キャリア教育のプラットフ

ォーム設置市町村割合 

31.2％ 

24 年度末見込値 

100% 

 
教学指導課調べ 

在学中に就業体験活動※を実

施した全日制高校生（高３）

の割合 

52.2％ 

（平成24年度） 

100% 

 

教学指導課「高等

学校意識調査」 

「就きたい仕事がイメージ

できる」と答える高校生（高

１）の割合 

61.7％ 

（平成24年度） 

70.0％ 

 

教学指導課「高等

学校意識調査」 

 

 

主な施策の展開 

キャリア教育を充実するために、次のような取組を進めます。 

 

① 学校における系統的・体系的なキャリア教育の実施 

○ 各学校がこれまで実施してきている様々な教育活動をキャリア教育の

視点で見直し、それらのつながりを意識したカリキュラム（教育課程）作

成の参考となる事例集・手引きの作成等により、系統的・体系的なキャリ

ア教育の推進を図ります。【教学指導課】 

○ 高校の普通科において、「産業社会と人間」※や職業科目の導入、専門高

校※との連携等により、生徒の目的意識、職業観や勤労観を育む教育に取

り組みます。【教学指導課】 

 

② 学校を支援するプラットフォーム構築 

○ 産学官が連携して県全体のキャリア教育を支援する「長野県キャリア教

育支援センター」の活動を推進するとともに、小中学校のキャリア教育を

支援する市町村プラットフォーム※構築の支援を行います。【教学指導課】 
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③ 実社会とつながる体験機会、発表の場等の充実 

○ 中学校の職場体験や高校生の就業体験活動※の充実を図り、子どもたち

が学ぶ目的や働く意味を考える教育を推進します。また、専門高校※にお

ける地域・産業界と連携した実践的な教育を一層推進します。【教学指導課】 

○ 高校生が赤ちゃんや幼児との触れあい体験を通じ、子育てを理解する教

育を推進します。【教学指導課】 

○ 学校における地域社会等による支援の仕組みづくりを推進することに

より、児童生徒が地域社会を体験し、知識・技能を生かし地域に貢献する

場の提供を図ります。【文化財・生涯学習課】 

○ 高等学校卒業予定者が労働法令等に関する知識の習得を図ることがで

きるよう支援します。【労働雇用課】 

○ ハローワークや市町村、ＮＰＯなど就業支援機関との連携により、地域

におけるきめ細かな若者支援に取り組みます。【労働雇用課】 

○ 関係機関等との連携により、児童生徒が技能やものづくりの魅力に触れ

る機会の提供に取り組みます。【人材育成課】 

○ 児童生徒の年間を通じた農業体験や農作業の楽しさを学ぶ学習活動を

推進し、食に対する感謝の心をはぐくみ、就労への関心を高めます。【教

学指導課、農業政策課】 

○ みどりの少年団※活動や木育※などの自然に親しみ、利活用しながら学ぶ

活動を通じて、ふるさとの自然環境の大切さを理解する心を育みます。 

【県産材利用推進室、森林づくり推進課】 

○ 工科短期大学校・技術専門校・農業大学校・林業大学校において、それ

ぞれの産業分野の専門的な知識・技術を持ち、地域を担う人材の育成に取

り組みます。【人材育成課、農業技術課、信州の木振興課】 

○ 社会全体のニーズに応え、地域を担う人材を育成するため、専修学校・

各種学校をはじめとする職業教育機関との連携、支援などを進めます。【情

報公開・私学課、医療推進課、人材育成課】 

 

④ 福祉教育の推進 

○ 長野県キャリア教育支援センターの中に、福祉体験や農業体験の活動を

推進する部会を設置して、学校の取組を支援します。【教学指導課】 

○ 学校、教育関係機関、地域、社会福祉協議会等が連携して、福祉教育の

ネットワークづくりを推進します。【地域福祉課】 

○ 地域の福祉課題や生活課題を、子どもたち自身が考え、課題解決に実践

的に取り組めるよう参加体験型のプログラムづくりや教材づくりに取り

組みます。【地域福祉課】 

○ 学校、公民館等が地域と共に実践する福祉学習の共同実践やプログラム

づくりに取り組みます。【地域福祉課】 
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  （２）長野県・地域を学ぶ体験学習 

 

現状と課題 

○ 地域や学校の特色を生かしたカリキュラムや、長野県や地域のよさを子ども

たちに伝えることなどが求められており、長野県の特色やよさを学ぶことが課

題となっています。 

○ 学校行事や子どもたちの体験的活動の機会が減少するとともに、体験的活動

と教科学習等との関わりやその評価が必ずしも明確になっていない状況があり

ます。 

○ 子どもたちの戸外遊びや集団活動が減り、運動能力の低下や、自分たちで考

えて遊ぶ想像力、子どもたち同士の人間関係形成力等が低下しています。 

 

図２－(2)－① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             教学指導課「学校経営概要のまとめ－小・中学校編」 
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成果目標 

○ 子どもたちが豊かな自然や地域の文化を体験する活動に参加できるようにし

ます。 

○ 子どもたちが郷土に誇り・愛着をもてるようにします。 

 

測定指標 

測定指標項目 現状値 平成 29 年度の目標 備 考 

「今住んでいる地域の行事

に参加している」と答える児

童生徒（小６、中３）の割合 

小学校 86.8％ 

中学校 56.6％ 

（平成 24年度） 

小学校 90.0％ 

中学校 60.0％ 

 

文部科学省「全国

学力・学習状況調

査」 

 

 

 

主な施策の展開 

長野県・地域を学ぶ体験学習を推進するために、次のような取組を進めます。 

 

① ふるさと教育の推進 

○ 長野県の豊かな自然や地域の文化にかかわる体験的な学びを充実させ

るために、地域教材を扱った事例や人材情報等の整備、提供に取り組みま

す。【教学指導課】 

○ 県内の歴史や文化、地域課題等を学ぶ拠点づくりと情報提供を推進しま

す。【文化財・生涯学習課】 

 

② 自然体験学習、環境教育の推進 

○ 子どもたちの学ぶ意欲や自然に対する興味・関心を高めるための環境教

育や、自然とのふれあい活動を推進します。 【教学指導課、文化財・生涯

学習課】 

○ 自然を愛する心情を育むとともに、自然科学の不思議さやすばらしさを

実感できる教育を推進します。 【教学指導課】 

○ 環境学習に主体的に取り組む「こどもエコクラブ」※などの活動を、関

係団体との連携を図りながら支援します。 【環境政策課】 

○ みどりの少年団※活動や木育※などの自然に親しみ、利活用しながら学ぶ

活動を通じて、ふるさとの自然環境の大切さを理解する心を育みます。 

【県産材利用推進室、森林づくり推進課】 
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（３）世界につながる力の育成 

 

現状と課題 

○ グローバル化が一層進展し、異なる文化を持つ人々とも協力して課題を解決

していくためには、外国語によるコミュニケーション能力はもちろん、長野県

や日本の歴史文化への理解を深め、日本人としての誇りを持ち、国際人として

活躍できる人材の育成が求められています。 

○ 本県の児童生徒は、英語の語いや文法などの知識の正確さと比べて、英語を

多く使って会話をするなどのコミュニケーション能力が不足しています。 

○ 学習指導要領の改訂により導入された小学校の外国語活動は、すべての小学

校で実施されていますが、その取組内容が様々であり、中学校の外国語の授業

とのつながりが必ずしも明確ではありません。 

○ 「全国学力・学習状況調査」等を分析した結果、県内の児童生徒の理数科目

の学力が文系科目と比較して低く、上位層が薄い状況です。 

○ 児童生徒の科学的思考力の伸長を図る各種科学オリンピックの県内参加者数

が他県に比べて少なくなっています。 

○ 地域や世界に貢献する人材を育成するという、成果の視点で高校づくりを考

えることがより重要になってきています。 

 

 

図２－(3)－① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教学指導課調べ 
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成果目標 

○ 外国語によるコミュニケーション能力の向上と卓越した学力の伸長により、

日本や世界に貢献できる人材を育成します。  

 

測定指標 

測定指標項目 現状値 平成 29 年度の目標 備 考 

英語コミュニケーション能
力水準 

・英語検定３級レベル 
（中学生） 

・英語検定準２級レベル
（高校生） 

中３ 19.8% 
高３ 30.0% 

（平成23年度） 

中３ 40.0% 
高３ 40.0% 

 

教学指導課調べ 
中学卒業時に英語
検定３級レベルに
達する生徒と高校
卒業時に英語検定
準２級レベルに達
する生徒の割合 

「科学の甲子園」長野県予選

参加生徒数 

54 人 

（平成23年度） 

100 人 

 
教学指導課調べ 

 

 

主な施策の展開 

世界につながる力の育成のために、次のような取組を進めます。 

 

① 外国語によるコミュニケーション能力の充実・向上 

○ 小学校及び中学校の外国語学習におけるつながりを意識した指導改善

のため、指導主事の学校訪問による支援や、小学校外国語活動ＤＶＤの活

用、中学校区における研修会の促進等を図ります。【教学指導課】 

○ 外国語指導助手を交えた実践的な英語授業により児童生徒の英語コミ

ュニケーション能力の向上を図ります。【教学指導課】 

○ 国際理解の推進や児童生徒のコミュニケーション能力の育成のため、生

徒の海外留学、海外からの教育旅行受け入れ、交流活動等を促進します。

【教学指導課、移住・交流課】 

 

② 理数教育・科学教育の充実 

○ 「信州サイエンスキャンプ」※を中心とした海外の高校生との交流や各

種科学コンテストへの参加を促進することで、科学に関する興味・関心を

高めます。【教学指導課】 

○ 理数系教科に係る教員の実験技術の向上等授業改善を推進し、児童生徒

の科学や自然に対する興味・関心を高めるとともに理数学力の一層の伸長

を支援します。【教学指導課】 

 

③ 探究的な学科等の設置 

○ 卓越性を伸ばし、日本や世界に貢献できる人材を育成するため、探究的

な学習をする学科の設置を推進します。【高校教育課】 

 

④ ふるさと教育の推進【再掲】 

○ 長野県の豊かな自然や地域の文化にかかわる体験的な学びを充実させ

るために、地域教材を扱った事例のデータや人材情報等の整備、提供に取

り組みます。【教学指導課】 
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○ 県内の歴史や文化、地域課題等を学ぶ拠点づくりと情報提供を推進しま

す。【文化財・生涯学習課】 
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現状と課題 

○ 県内高校生の４年制大学への進学率は上昇しています（大学進学率 44.6％

（H23））が、県内の大学収容力は全国平均の 1/3 以下（15.2％（H23））であり、

大学進学者の８割以上が県外大学に進学しています。 

○ 長野県短期大学は、学生の教育ニーズの多様化や社会のニーズの高度化・専

門化に対応していくため、抜本的な改革が必要になってきており、県立４年制

大学への改組が計画されています。 

○ 変化の激しい時代にあって、社会が大学等高等教育機関に求める専門的な知

識の内容も変化してきており、地方においても、グローバルな視野と能力を持

つ人材の育成や、高度で専門的な知識・技能を有する人材の育成が求められて

います。 

 

図２－(4)－① 県内高校出身者の大学・短大進学者数・進学率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

図２－(4)－② 都道府県別 大学収容力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省「学校基本調査」 

文部科学省「学校基本調査」 
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成果目標 

○ 大学等高等教育機関において専門的な知識を身に付け、地域や世界に貢献で

きる人材を育成します。 

 

測定指標       

測定指標項目 現状値 平成 29 年度の目標 備 考 

県立４年制大学数 
1 

(県立看護大学) 

2 

 
 

 

 

主な施策の展開 

高等教育の充実を図るために、次のような取組を進めます。 

 

① 大学教育の充実 

○ 高等教育を受ける機会を充実させ、ビジネスや公共の分野でイノベーシ

ョン※を起こすことのできる人材を育成するため、長野県短期大学を改組

し、新たな県立４年制大学を設置します。【県立大学設立準備室】 

○ 勉学の意欲はあるが、経済的理由で進学が困難な学生に対して、奨学金

制度や授業料免除により支援することを検討します。【教育総務課、県立

大学設立準備室】 

○ 県立の４年制大学である看護大学において、医療の高度化・多様化に対

応できる高い実践力を身に付けた看護職員を養成します。【医療推進課】 

 

② 職業教育、職業訓練の充実 

○ 福祉大学校・看護専門学校・公衆衛生専門学校・工科短期大学校・技術

専門校・農業大学校・林業大学校において、産業社会の動向に対応し、専

門的な知識・技術を持ち、地域を担う人材の育成に取り組みます。【地域

福祉課、医療推進課、人材育成課、農業技術課、信州の木振興課】 

○ 社会全体のニーズに応え、地域を担う人材を育成するため、専修学校・

各種学校をはじめとする職業教育機関との連携、支援などを進めます。【情

報公開・私学課、医療推進課、人材育成課】 

○ 高度な技術を持った人材を県下全域に継続的に育成するための拠点と

して、上伊那地域への工科短期大学校南信キャンパス（仮称）の設置に向

けた取組を進めます。【人材育成課】 

 

③ 大学と学校教育、地域との連携 

○ 大学間の連携の強化や産学が協働して人材育成について対話する場づ

くりなど、長野県の高等教育全体を振興します。【企画課、県立大学設立

準備室】 

○ 児童生徒への教科指導やキャリア教育、教員養成・研修等について、小・

中学校、高等学校と高等教育機関との連携・協力を進めます。【教育総務

課、義務教育課、高校教育課、教学指導課】 
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○ 新たに設置する県立４年制大学において、県内高校生を対象とした英語

教育、体験授業、教育プログラム開発や学生派遣等による教育支援等、県

内高等学校との連携・協力により一貫したキャリア支援を行い、高等教育

機関として地域に貢献します。【県立大学設立準備室】 

○ 大学生等の地域活動、社会貢献活動等が促進されるよう市町村とも協力

して情報提供などの環境づくりに取り組みます。【文化財・生涯学習課】 
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３ 豊かな心と健やかな身体の育成 

 

（１）豊かな心を育む教育 

 

現状と課題 

○ 変化の激しい時代において、他者とのコミュニケーションなど人間関係を形

成する能力や、子どもたちのキャリア形成の基礎となる自己肯定感・自己効力

感を高めることが重要となっています。 

○ 学校におけるいじめは減少傾向にありますが、近年、インターネット上の電

子メールやホームページ、電子掲示板等における他人を誹謗中傷する表現や差

別を助長する表現、有害情報、無断写真掲載など人権に関わる問題が発生して

います。 

○ 青少年の生活意識に関する調査結果では、学校段階が上がるにしたがって飲

酒・喫煙や無断外泊等に関する規範意識が総じて低くなっています。 

 

 

図３－(1)－① 子どもたちが地域の人にあいさつする割合 

   質問「近所の人に会ったときは、あいさつをしていますか」 

＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

＜中学生＞ 

 

 

 

 

                      

 

文部科学省「全国学力・学習状況調査」平成 24 年度 
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「「「「自己肯定感自己肯定感自己肯定感自己肯定感」」」」等等等等にににに関関関関するするするする質問紙調査質問紙調査質問紙調査質問紙調査
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成果目標 

○ 子ども、学校、保護者などに、「共育」クローバープラン※にある４つの行動

目標（本を読む、汗を流す、あいさつ・声がけをする、スイッチを切る）の浸

透を図ります。 

○ 子どもたちが自分の大切さとともに他の人の大切さを認めることができ、あ

らゆる人権課題を解決する意欲と実践力を身に付けるようにします。 

 

測定指標 

測定指標項目 現状値 平成 29 年度の目標 備 考 

「近所の人に会ったときは、
あいさつをしている」と答え
る児童生徒の割合 

小・中学校 

92.3％ 

（平成24年度） 

小・中学校 

95.0％ 

 

文部科学省「全国

学力・学習状況調

査」 

「自分にはよいところがあ

ると思う」と答える児童生徒

の割合 

小・中学校 

74.8％ 

（平成24年度） 

小・中学校 

76.8％ 

 

文部科学省「全国

学力・学習状況調

査」 

「人の気持ちが分かる人間

になりたいと思う」と答える

児童生徒の割合 

小・中学校 

95.3％ 

（平成24年度） 

小・中学校 

97.3％ 

 

文部科学省「全国

学力・学習状況調

査」 

「人の役にたつ人間になり

たいと思う」と答える児童生

徒の割合 

小・中学校 

95.1％ 

（平成24年度） 

小・中学校 

97.1％ 

 

文部科学省「全国

学力・学習状況調

査」 

 

 

主な施策の展開 

豊かな心を育む教育を推進するために、次のような取組を進めます。 

 

① 「共育」クローバープラン※の推進 

○ 「共育」クローバープラン※の活動が県全体に拡大されるよう、フォー

ラムの実施や普及啓発資料の作成配布等の取組を推進します。【教育総務

課、教学指導課、文化財・生涯学習課】 

 

② 社会性や規範意識の育成 

○ 幼稚園・保育所、小・中学校、高等学校、特別支援学校等が相互に連携

して、一貫した人権教育を推進します。【心の支援室】 

○ 豊かな人間性を育み、道徳性を高めるため、家庭や地域との連携を図り

つつ、社会奉仕活動や自然体験活動など様々な体験活動を生かした道徳教

育を行います。【教学指導課】 

○ 道徳教育推進教員が、校内の中心となって道徳教育のさらなる充実が図

れるよう、研修会等を実施します。【教学指導課】 
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③ 学校人権教育の推進 

○ 学校での人権教育の質的向上及び進展を図るため、指定校での研究や各

学校の代表者に対する研修支援を行います。【心の支援室】 

○ 人権教育指導の手引「人権教育推進プラン」をふまえた各学校の実践事

例・資料等による学校人権教育啓発及び情報提供を行います。【心の支援

室】 

○ 教職員の人権感覚を磨き、人権教育を推進することにより、子どもたち

の人権尊重意識の向上を図ります。 【心の支援室】 

○ 学校教育においては、自分の大切さとともに他の人の大切さを認めるこ

とができる人権感覚の育成に努めます。【心の支援室】 
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（２）健康づくり・体力の向上 

 

現状と課題 

○ 子どもたちの体力は、昭和 60 年ごろから低下し始め、最近 10 年間を見ると

横ばいもしくは若干の上向き傾向を示しています。全国平均と比べると、女子

が低い水準にあることや積極的に運動する子どもとそうでない子どもとの二極

化が課題となっています。 

○ 朝食を欠食する児童生徒が１割程度おり、学年が上がるにつれ増える傾向に

あるほか、朝食の栄養バランスが不十分であるなど、子どもたちの食生活は依

然として改善が必要な状況にあります。また、その保護者世代（30 歳代）の朝

食欠食は減少していません。 

○ 平成 23 年度の中学 1 年生の喫煙経験率は、男子 4.6％、女子 2.3％、高校 1

年生は男子13.3％、女子8.1％であり、中学１年生の飲酒経験率は、男子44.2％、

女子 40.7％、高校 1 年生は男子 56.2％、女子 58.5％となっており、健康につ

いての正しい知識や規範意識を身に付ける必要性があります。 

 

図３－(2)－① １０年間の児童生徒の体力合計点平均点の推移 
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図３－(2)－② 毎日朝食を食べる児童生徒の割合の推移 
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（平成 18 年度は長野県「児童生徒の学習意識実態調査結果」） 
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図３－(2)－③ 中学生、高校生の喫煙経験率及び飲酒経験率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１次計画の成果と課題 

○ 幼稚園・保育所、小・中学校が計画的に食育を進める体制が整ってきており、

今後は栄養教諭を中核にした学校教育活動全体での取組が求められています。 

○ 小・中・高等学校における体力運動能力テストの結果は、毎年の数値は上昇

していますが、全国の上昇率が長野県を上回っており、さらなる体力向上の取

組が求められています。 

 

【第１次計画 目標達成見込】 

達成目標 目標値 H23 実績値 達成予測 

計画的に食育を進めている

小・中学校の割合 
100％ 93.7％ 達成見込み 

計画的に食育を進めている保

育所・幼稚園の割合 
100％ 100％ 達成見込み 

体力運動能力テストの結果で全

国平均を上回った項目数の割合

（小・中・高） 

38.0％ 12.7％ 達成困難 

 

%

4.6

2.3

13.3

8.1

9.9

4.6

18.7

13.0

0

5

10

15

20

25

中１男 中１女 高１男 高１女
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図図図図31 飲酒経験率飲酒経験率飲酒経験率飲酒経験率（（（（H23））））

長野県 全国

%

※ 全国の数値：平成 22（2010）年度 未成年者の喫煙・飲酒状況に関する実態調査研究 

研究代表者 大井田 隆 教授（日本大学医学部社会医学系公衆衛生学会分野） 

※ 全国の数値：平成 22（2010）年度 未成年者の喫煙・飲酒状況に関する実態調査研究 

研究代表者 大井田 隆 教授（日本大学医学部社会医学系公衆衛生学会分野） 
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成果目標 

○ 運動やスポーツに取り組む子どもが増加して、体力を向上できるようにしま

す。 

○ 学校における食育が一層推進され、児童生徒が食に関する正しい知識と望ま

しい食習慣を身に付けられるようにします。 

 

測定指標 

測定指標項目 現状値 平成 29 年度の目標 備 考 

全国体力・運動能力、運動習
慣等調査での体力合計点（数
値） 

49.1 点 

（平成22年度） 

51 点台 

 

文部科学省「全国

体力・運動能力、

運動習慣等調査」

での体力合計点の

数値 

全国体力・運動能力、運動習
慣等調査での体力合計点（全
国順位） 

31 位 

（平成22年度） 

10 位台 

 

文部科学省「全国

体力・運動能力、

運動習慣等調査」

での体力合計点の

全国順位 

毎日朝食を食べる児童生徒

の割合 

小６ 91.2% 

中３ 85.1% 

（平成24年度） 

小６ 93.0% 

中３ 87.0% 

 

文部科学省「全国

学力・学習状況調

査」 

 

 

 

主な施策の展開 

子どもたちの健康づくり、体力の向上を推進するために、次のような取組

を進めます。 

 

① 長野県版運動プログラムの推進 

○ 幼児期から中学生期までの成長段階に応じて作成した長野県版運動プ

ログラムが、幼稚園、保育所、学校、地域のスポーツクラブ等で実践され

るように推進します。【スポーツ課】 

○ モデル市町村を指定して、「キッズ運動遊びどこでもゼミナール」等の

実技講習会を開催し、プログラムの普及を図ります。【スポーツ課】 

○ 子どもたちの体力や運動能力向上を図るため、地域社会と連携を図りな

がら、専門的知識を持つ実技指導者を学校でのスポーツ活動に派遣します。

【スポーツ課】 

 

② 幼児期からの運動習慣形成 

○ いろいろな遊びの中で、体を動かすことの楽しさを感じることができる

ように、幼稚園、保育所、家庭や地域等で行う運動遊びの取組みを支援し

ます。【スポーツ課】 
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③ 健康保持増進、食育推進 

○ 食育推進の中核となる栄養教諭の配置を促進するとともに、学校の食育

推進計画について地域の食育ボランティア等の協力も得ながら計画的に

推進します。【保健厚生課、健康長寿課】 

○ 学校給食が教科等における食育の生きた教材として活用されるよう、献

立内容を充実させるとともに、地場産物を活用し、食料の生産や地域の自

然、産業等への理解を深め、食に対する感謝の心や健全な心身を育む取組

を進めます。【保健厚生課、農業政策課】 

○ 子どもたちが望ましい食習慣を身に付け、心身ともに健やかに成長でき

るよう、保育所や幼稚園において子どもたちの食に対する関心を高めます。

【情報公開・私学課、こども・家庭課】 

○ 児童生徒の心身の健康を保持増進するため、健康教育や感染症対策の充

実を図るとともに、定期健康診断を実施し疾病の早期発見に努めます。 

【保健厚生課】 

○ 未成年者が喫煙、飲酒の弊害等の必要な知識の習得ができるよう、学校

関係者や児童生徒への喫煙・飲酒防止研修会や講座の実施、保護者、地域

への継続的な普及啓発を行います。【健康長寿課】 
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（３）幼児教育の充実 

 

現状と課題 

○ 少子化、核家族化等により、子育てが孤立化し、子育てに不安を抱いている

保護者が多くなってきています。 

○ 子どもたちの生活習慣の形成や社会性や自立心などの育ちについては、小学

校就学前からの教育との関係が指摘されており、小学校以降の教育との連携・

円滑な接続が求められています。 

○ 車社会による交通事故の危険やテレビゲームの普及などの生活環境の変化に

より、戸外遊びや子どもたちが集団で遊ぶ機会が減少しており、体力・運動能

力の低下、コミュニケーション能力・人間関係形成力等の低下が指摘されてい

ます。 

○ 長野県は幼稚園の就園率が低く、多くの子どもたちが保育所での保育を受け

ており、保育所を含めた幼児期の教育の取組が求められています。 

○ 乳幼児期は子どもが生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な時期であるこ

とから、幼稚園・保育所では個々の発達過程の把握により子どもの理解度に配

慮しつつ、子どもの生活や発達の連続性を踏まえた保育・教育内容の工夫によ

り、養護と教育を一体的に行う必要があります。 

○ 幼稚園・保育所等の就園児の中には、特別な支援が必要な子どもが増加して

おり、保護者や関係者が障害に早期に気づき、適切な支援を行い、その支援を

就学後に引き継ぐことが求められています。 

 

図３－(3)－①             図３－(3)－② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  柳澤秋孝（松本短期大学教授）「保育園児（松本市内５歳児） 

２０数名における１日の平均歩数の変化」(1978 年～2008年) 

ＮＨＫ「教育フォーカス」制作班編「これならわかる教育改革」 

前橋明（倉敷市立短期大学（当時）教授（現早稲田大学教授））調査 
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成果目標 

○ 人への信頼感、思いやりを持ち、自ら人とかかわり、集団で元気に遊ぶ子ど

もを育てます。 

○ 幼稚園・保育所と小学校の連携による、子どもたちの円滑な小学校への接続

を確保します。 

 

測定指標 

測定指標項目 現状値 平成 29 年度の目標 備 考 

幼児と児童の交流会を実施

する小学校の割合 

93.9％ 

（平成23年度） 
100% 

教学指導課「学校

経営概要のまとめ

－小・中学校編」 

自然の中での園外保育を年

間５回以上実施している幼

稚園割合 

公立 50.0％ 

（平成23年度） 

公立 85.0％ 

 
教学指導課調べ 

 

 

 主な施策の展開 

幼児教育の充実のために、次のような取組を進めます。 

 

① 幼稚園、保育所における教育（保育）の充実 

○ 地域の実情に応じた研修や広域的な研修、専門研修等の充実により、幼

稚園教員や保育士の経験・職能に応じた専門性の向上をめざします。【情

報公開・私学課、こども・家庭課、教学指導課】 

○ 長野県幼児教育連絡会議において、長野県幼児教育振興プログラム※の

普及を推進し、子どもたちの健やかな育ちと家庭の教育力向上を図ります。

【教学指導課】 

○ 長野県版運動プログラムの提供等による子どもたちの運動遊びの推進

や地域の自然や文化を活用した体験活動の推進、異年齢児等との交流によ

る人とかかわる体験等の充実を図ります。【教学指導課、スポーツ課】 

 

② 幼・保・小の連携強化 

○ 子どもたちの発達や学びの連続性を踏まえた幼稚園・保育所と小学校と

の連携を進め、幼・保・小間での子どもたち同士の交流や教員、保育士に

よる相互参観、合同研修会等に取り組みます。【情報公開・私学課、こど

も・家庭課、教学指導課】 

 

③ 新たな子ども・子育て支援策への取組 

○ 質の高い幼児教育・保育を総合的に推進する子ども・子育て関連３法に

基づく新たな制度が円滑、着実に実施されるよう取り組みます。【情報公

開・私学課、こども・家庭課】 

○ 子育てに不安を抱く保護者への支援や特別な支援が必要な幼児への支

援の充実に取り組みます。【情報公開・私学課、こども・家庭課】 

第４編 基本計画  第４ 施策の展開 ３ 豊かな心と健やかな身体の育成 （３）幼児教育の充実 



 

 

 

- 52 - 

学校評価学校評価学校評価学校評価のののの実施状況実施状況実施状況実施状況（（（（平成平成平成平成24242424年度年度年度年度））））
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％ 小学校 中学校

％

４ 安全・安心・信頼の学校づくり 

 

（１）地域と共にある学校づくり 

 

 現状と課題 

○ 学校教育に対する県民のニーズが多様化・高度化する中で、教員全員が業務

の優先性や効率性等のマネジメントの意識を持ち学校づくりを進める必要があ

ります。特に、中堅層の教員におけるマネジメント意識の醸成や能力の育成を

図る必要があります。 

○ 学校評価の自己評価は 100％実施、学校関係者評価も多くの学校で実施されて

いますが、評価結果の公表方法や評価結果に基づく学校運営の改善に課題があ

ります。 

○ 子どもたちが実社会で自立する上では、多様な教育機会の提供や郷土愛の育

成が必要ですが、地域と学校の連携が単発的な行事やイベントに留まっている

場合が多い状況です。 

○ 学校においては、外部との連携方針を具体的に示し、必要な情報は保護者や

地域への開示を徹底するとともに、県においても地域のニーズに応じた教育活

動が行われるよう支援を行っていく必要があります。 

 

図４－(1)－① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教学指導課「学校経営概要のまとめ－小・中学校編」 
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第１次計画の成果と課題 

○ 小・中・高等学校の保護者が自分の子どもが喜んで学校に通っていると回答

する割合を指標として設定しており、目標値に達しない状況となっています。

県内での不登校児童生徒の在籍比率が高いことや小中学校の学力の課題等から

保護者の意識やニーズも変化しており、それらに対応した教育内容が求められ

ていると考えられます。 

 

【第１次計画 目標達成見込】 

達成目標 目標値 H23 実績値 達成予測 

学校に対する満足度（小・中・

高） 
93.0％ 91.2％ 数値の把握不能 
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成果目標 

○ 学校と家庭・地域とのコミュニケーションが積極的に行われ、保護者や

地域からの信頼度が向上するようにします。 

○ 学校・家庭・地域による連携の仕組みによる地域と共にある学校づくり

が行われるようにします。 

 

測定指標 

測定指標項目 現状値 平成 29 年度の目標 備 考 

「学校へ行くのが楽しい」と

答える児童生徒の割合 

小学校 90.4％ 

中学校 85.7％ 

（平成23年度） 

小学校 92.0％ 

中学校 90.0％ 

 

教学指導課「学校

経営概要のまとめ

－小・中学校編」 

「子どもは喜んで学校に行

っている」と答える保護者の

割合 

91.0% 

（平成23年度） 

93.0% 

 

教学指導課「学校

経営概要のまとめ

－小・中学校編」 

保護者・地域による学校支援
や学校運営参画の仕組みが
できている小・中学校(信州
型コミュニティスクール)の
割合 

21.0％ 

（平成24年度） 

100% 

 

文化財・生涯学習
課調べ 
 

学校関係者評価の結果を公

表している学校数の割合 

小学校 85.3％ 

中学校 87.2％ 

（平成24年度） 

小学校 100% 

中学校 100% 

 

教学指導課「学校

経営概要のまとめ

－小・中学校編」 

 

 

主な施策の展開 

地域と共にある学校づくりを推進するために、次のような取組を進めます。 

 

① 学校運営のマネジメント力向上 

○ 教育課題を解決するために、地域・家庭と連携することの大切さについ

て理解を深める教員研修を実施します。【教学指導課､文化財・生涯学習課】 

○ 中堅層の教員への学校運営に関わる研修の実施や学校内での体制づく

り等により学校運営のマネジメント力の向上を図ります。【義務教育課、

高校教育課、教学指導課】 
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② 地域に開かれた学校づくり 

○ 学校・家庭・地域が役割分担をしながら相互の連携を図り、子どもたち

を育む支援体制づくりを進めます。【教育総務課、義務教育課、教学指導

課、文化財・生涯学習課】 

○ 産学官が連携して県全体のキャリア教育を推進する「長野県キャリア教

育支援センター」において、小中学校のキャリア教育を支援する市町村プ

ラットフォーム※の構築と取組の支援を行います。【教学指導課】 

○ 各学校において、教育活動や学校運営についての目標設定と評価、授業

公開などを行い、保護者、地域住民から信頼される学校づくりを進めます。 

【教学指導課】 
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（２）教員の資質能力向上 

 

 現状と課題 

○ 子どもたちの課題解決能力や基礎的・汎用的能力※を育成するためには、課

題探究型や学び合いの授業手法等を取り入れた教員の実践的指導力が求めら

れています。 

○ 発達障害等のある児童生徒の割合が増加しており、全ての児童生徒にとって

分かる授業に改善する必要があります。 

○ いじめ、不登校への対応や、ＩＣＴ活用等の時代の状況変化に対応したより

高度な指導力が必要になっています。 

○ 教員の大量退職の時代に入っていることや少子化に伴う学校規模の縮小へ

対応する必要があることから、対人関係能力に優れた人材や複数免許を有す

る教員等を確保する必要があります。 

○ 研修機関における教員研修に参加する時間確保の難しさや、学校の同僚性※

を発揮する観点から、学校現場の研修を支援する方法の工夫や、受講者の自

主性を重視する研修等が求められています。 

○ 学校に対するニーズの多様化・高度化の中で、多くの教員が忙しさを感じて

います。優秀で意欲ある人材を教員として確保し、資質能力向上を図る上で、

より働きやすい環境の整備が必要です。 

○ 教員による不祥事が多発している状況を受け、有識者や学校関係者による

「教員の資質向上・教育制度あり方検討会議」において、倫理向上を図る抜

本的な対応策や採用・人事、研修、評価などのあり方が検討されています。 

 

表４－(2)－①  

      ◆教員の勤務日・１日あたりの平均残業時間量・持ち帰り時間量 

 残業時間量 持ち帰り時間量 残業時間＋持ち帰り時間 

小学校（N＝1,154） １時間５０分 ２９分 ２時間１９分 

中学校（N＝ 779） ２時間１４分 ２０分 ２時間３４分 

全 体（N＝1,933） ２時間00 分 ２５分 ２時間２５分 

※１ 残業……勤務日の出退勤時刻の内で正規の勤務時間以外で行われた業務及び休日の出退勤時刻の内に行った業務 

※２ 持ち帰り……勤務日及び休日での出勤時刻前、退勤時刻後に学校以外等で行われた業務のこと 
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表４－(2)－②  

◆教員が力をつけたい事項（上位３項目 ※複数選択）          （％） 

  小学校（N＝１，１５４） 中学校（N＝７７９） 高等学校（N＝７３３） 

1 
授業の進め方や指導

方法に関すること 
60.5 

授業の進め方や指導

方法に関すること 
49.6 

教科に対する専門性

や知識 
58.5 

2 
教科に対する専門性

や知識 
41.4 

教科に対する専門性

や知識 
46.9 

授業の進め方や指導

方法に関すること 
36.6 

3 
発達障害児の指導に

関すること 
31.4 

生活指導や生徒指導

に関すること 
26.3 

進路指導に関するこ

と 
25.1 

◆そのために望ましい手段（下段かっこ内数値 実際に行っている割合）（上位３項目 ※複数選択） （％） 

  小学校（N＝１，１５４） 中学校（N＝７７９） 高等学校（N＝７３３） 

1 

総合教育センター、

教育事務所での研修

会に参加する 

71.8 
 

(28.4) 

校内で先輩・同僚からア

ドバイスを仰いだり、意

見交換を行ったりする 

65.9 
 

(74.1) 

校外のその他の研修

会(学会、研究会など

含む)に参加する 

63.8 
 

(21.6) 

2 

校内で先輩・同僚からア

ドバイスを仰いだり、意

見交換を行ったりする 

59.6 
 

(70.5) 

総合教育センター、

教育事務所での研修

会に参加する 

64.7 
 

(33.8) 

校内で先輩・同僚からアド

バイスを仰いだり、意見交

換を行ったりする 

55.3 
 

(62.1) 

3 

校外のその他の研修

会(学会、研究会など

含む)に参加する 

47.1 
 

(22.0) 

校外のその他の研修

会(学会、研究会など

含む)に参加する 

45.8 
 

(22.0) 

関連する雑誌や本を

読む 

50.5 
 

(68.6) 

 

 

 

第１次計画の成果と課題 

○ 公立学校の女性校長・教頭の割合は、積極的な登用と管理職としての必要な

指導力・資質を高めるための研修の実施などにより、概ね目標を達成する見込

みとなっています。引続き、性別に関係なく働きやすい職場環境づくり等によ

り女性管理職の積極的な登用を進める必要があります。 

 

【第１次計画 目標達成見込】 

達成目標 目標値(H27) H23 実績値 達成予測 

公立学校の女性校長・教頭の割

合（小・中） 
14.0％ 12.6％ 

公立学校の女性校長・教頭の割

合（高） 
6.0％ 5.7％ 

概ね達成 

 

教育総務課「教育に関するアンケート調査（教員調査）」平成 23 年度 
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成果目標 

○ 教員としての基本的な能力（授業力、生徒指導力、学級経営力等）と、様々

に変化する教育課題を解決する力を身に付けられるようにします。 

○ 教員が、性別に関わりなく能力を十分発揮できるよう環境を整備します。 

 

測定指標 

測定指標項目 現状値 平成 29 年度の目標 備 考 

校内外で実践的な研修を行

っている学校の割合 

66.6％ 

（平成24年度） 

90.0％ 

 

教学指導課「学校

経営概要のまとめ

－小・中学校編」 

「高等学校編」 

女性教員の管理職登用状況 

（公立小中学校の女性校

長・教頭の割合） 

12.7％ 

（平成24年度） 

15.0％ 

 

文部科学省「学校

基本調査」 

女性教員の管理職登用状況 

（公立高等学校の女性校

長・教頭の割合） 

6.2% 

（平成24年度） 

7.0% 

 

文部科学省「学校

基本調査」 

 

主な施策の展開 

教員の資質能力の向上を図るために、次のような取組を進めます。 

 

① 教員の倫理、指導力、専門性、社会性向上 

○ 「教員の資質向上・教育制度あり方検討会議」からの提言を踏まえ、教

員の不祥事再発防止のための抜本的な対策に取り組みます。【教育委員会

事務局全課（室）、次世代サポート課】 

○ ライフステージに応じた研修体系を構築し、教員のミッション（使命）

を実現するための研修の内容と方法等について検討・実施します。【義務

教育課、高校教育課、特別支援教育課、教学指導課】 

○ 発達障害等のある児童生徒も含めて、すべての児童生徒にとって分かる

授業となるよう、授業のユニバーサルデザイン化（全員が楽しく「わかる・

できる」授業への改善）の実践を促進するとともに、教員の専門性の向上

を図ります。【義務教育課、高校教育課、特別支援教育課、教学指導課】 

○ 理数教育や外国語教育等の中核となる教員の養成等について、大学等と

の連携により、専門性の向上を図ります。【教学指導課】 

○ 学校の諸課題の解決に向け、適切な人材を管理職に登用することに努め

るとともに、女性教員の管理職等への積極的登用に努めます。【義務教育

課、高校教育課】 

○ セルフケア、ラインケア、スタッフケア、専門家ケア※によるメンタル

ヘルス対策の推進により、教員の心身の健康の保持増進を図ります。 【保

健厚生課】 
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○ 児童生徒理解のための研修会を行い、いじめ不登校に関する教員の指導

力の向上を図ります。【心の支援室】 

○ ＩＣＴを活用した分かりやすい教材や指導方法等の情報を教員に提供

し、授業づくりを支援します。【教学指導課】 

 

② 優秀な教員の確保 

○ 教員養成大学と県教育委員会とが連携して、学校が求める教員像や課題

認識等を共有し、養成段階を含めた優秀な教員の確保を図ります。【教育

総務課、義務教育課、高校教育課、特別支援教育課、教学指導課】 

○ 社会変化への対応や地域のニーズを踏まえた教員を確保するため、社会

人選考や特別選考等の多様な経験を評価する視点の教員採用選考や民間

人面接官起用などによる人物重視の幅広い視点での選考を実施します。

【義務教育課、高校教育課】 

○ 適正な教員評価を通じて教員自らの自律的な成長を促し、教員の資質能

力の向上を図ります。【義務教育課、高校教育課】 

 

③ 校内研修等効果的な研修実施 

○ 校内研修を活性化するため、効果的な研修方法の紹介や使用する資料の

提供、指導主事による訪問、外部講師の派遣等の学校への支援を推進しま

す。【教学指導課】 

 

④ 働きやすい環境づくり 

○ 既に実施されている会議等のあり方の見直しや学校等への各種調査の

見直しについて、内容の徹底を図るとともに、実施状況を点検し、学校現

場及び市町村教育委員会の事務負担軽減を図ります。【教育総務課、義務

教育課、高校教育課、教学指導課】 

○ 各校での時間外勤務縮減や部活動の適正化等に向けた具体的な取組を

促進し、教員の仕事と家庭の両立を支援します。【義務教育課、高校教育

課、特別支援教育課、スポーツ課】 

○ 校務のＩＣＴ利用環境を整備し、情報セキュリティの向上や校務処理の

電子化・共有化による校務の負担軽減・効率化を図ります。【高校教育課、

特別支援教育課、教学指導課】 
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現状と課題 

○ 建物の耐震診断の結果、耐震強度不足と判定された公立学校施設について、

県有施設耐震化整備プログラムや市町村ごとの施設整備計画に基づく改築、耐

震化を実施する必要があります。 

○ 従来の想定を超える大災害や、予測困難な事件・事故により児童生徒が被害

を受ける事案が発生していることから、児童生徒自らが判断し、危険を回避で

きる能力を身に付けさせる教育が求められています。 

○ いじめの認知件数は年々減少していますが、他県で生徒の自殺といった深刻

な事態が発生したり、パソコンや携帯電話等の手段によるいじめが教職員の気

づかないところで行われている場合もあることから、問題兆候の把握、早期発

見、迅速な解消が求められています。 

○ いじめ問題を解決するため、各小中学校にはいじめ等対策委員会が設置され

ていますが、より効果的な活用方法について検討する必要があります。 

 

表４－(3)－① 耐震化率 

全棟数 
S56 以前建築の耐
震化済の棟数 

S57 以降建
築の棟数 

耐震化率 
（％） 区 分 

Ａ Ｂ Ｃ （B+C）/A 

全国
順位 

<参考>H23.4.1
現在の耐震化率

と全国順位 

小中学
校 

2,657 1,120 1,315 
91.6 

(84.8) 
９位 

88.5% 
８位 

高等学
校 

1,075 241 553 
73.9 

(82.4) 
37 位 

71.2% 
24 位 

特別支
援学校 

122 41 71 
91.8 

(92.9) 
24 位 

91.8% 
24 位 

文部科学省「公立学校施設の耐震改修状況調査」（平成 24 年 4 月 1 日現在） 

［対象建物の定義が異なるため、県有施設耐震化整備プログラムと数値は一致しない］ 

 

図４－(3)－② いじめの校種別認知件数及び認知した学校数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」 
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成果目標 

○ 校舎の耐震化等により、安全で機能的な学校となるようにします。 

○ 子どもたちが、安心して登校し、学校生活を送ることができるようにします。 

 

測定指標 

測定指標項目 現状値 平成 29 年度の目標 備 考 

県立高等学校の耐震化率 

(県有施設耐震化整備プログ
ラムベース) 

81.5% 

(H24.4.1 現在) 

100% 

(平成27年度末) 
高校教育課調べ 

 

      

 主な施策の展開 

学校における安全・安心の確保のために、次のような取組を進めます。 

 

① 学校施設設備の防災機能強化 

 ○ 県立学校の耐震改修工事や大規模改修・改築を計画的に実施し、教育環

境の改善と安全性の確保を図ります。【高校教育課、特別支援教育課、施

設課】 

 

② 防災教育等学校安全の充実 

○ 学校における防災教育の指針である「防災教育の手引き」を普及し、

防災教育の充実を図るとともに、事件・事故や災害に際して、児童生徒

が自ら判断して危険を回避する力を育みます。 【保健厚生課】 

○ 学校防災計画や学校危機管理マニュアルがより適切なものとなるよう

学校への支援を行い、学校における災害時の安全管理を徹底するととも

に、地域全体で交通事故や犯罪等から子どもの安全を見守る体制づくり

を推進します。【保健厚生課】 

 

③ いじめを許さない学校づくり 

○ 人権教育、情報モラル教育等を推進し、いじめの未然防止を図るとと

もに、学校へのスクールカウンセラーの配置や心理専門相談員等による

電話相談等の相談体制の充実によりいじめの早期発見、早期解消を図り

ます。【心の支援室】 

○ スクールソーシャルワーカーの配置などの支援体制の充実を図り、児

童生徒の悩みの背景にある家庭や生活環境に起因する課題の解決を支援

します。【心の支援室】 

○ インターネット掲示板・ブログ等の監視、教職員等への研修、学校へ

の教材提供や学校のＩＣＴ化をサポートする体制づくり等により児童生

徒の情報モラル教育を推進します。【教学指導課、心の支援室】 

○ ＮＰＯや不登校の子どもたちの支援について経験や知識を有する者等

の協力を得ながら、地域、ＮＰＯ、行政、県民が一体となっていじめの

問題について行動できる体制づくりを進め、いじめ問題の解決に全力で

取り組みます。【心の支援室、次世代サポート課】 
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○ いじめ等生徒指導上の問題で学校が対応に苦慮している事案に対して、

医師・弁護士・心理士・福祉関係者など外部有識者からなる「いじめ等

学校問題支援チーム（仮称）」を組織し、専門的な助言や問題解決に向け

た支援を実施します。【心の支援室】 
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（４）教育環境の維持改善 

 

現状と課題 

○ 地域の理解を得ながら進めてきている第１期高等学校再編計画について、再

編統合校にふさわしい施設整備を行い、教育環境の向上を図る必要があります。 

○ 県全体が人口減少期を迎え、中山間地域など急激な少子化が進行している地

域においては、今後さらなる児童生徒数の減少による学校規模の縮小が見込ま

れ、学校教育の活力をどのように維持していくかが課題となっています。 

○ 教育の情報化が求められている中で、ＩＣＴを活用した教育活動を進めるた

めの情報通信機器やネットワーク等の環境を充実する必要があります。 

○ 家計支出における教育費の高さや就学援助対象者等の増加などが見られる中

で、家庭の経済状況に関わらず、意欲・能力のある者の学習機会の保障が求め

られています。 

 

図４－(4)－① 長野県の総人口の推移 
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図４－(4)－②  

            ＜県内公立小・中学校就学援助対象者数の割合の推移＞   
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 成果目標 

○ 適正な教員配置や施設設備の整備等により、教育の質を保証し魅力ある学校

となるようにします。 

○ 平成 30 年以降に実施予定の第２期長野県高等学校再編計画を策定します。 

 

測定指標 

測定指標項目 現状値 平成 29 年度の目標 備 考 

タブレットＰＣを活用して
いる特別支援学校（県立） 

７校 

（平成24年度） 

全校（18校） 

 

特別支援教育課調

べ 

 

 

 

主な施策の展開 

教育環境の維持改善のために、次のような取組を進めます。 

 

① 学校施設設備の充実 

○ 高等学校において、高校再編などに伴う施設整備や老朽校舎の改築・改

修などを進めます。【高校教育課】 

○ 特別支援学校において、安全性と機能性に配慮した施設整備を進めると

ともに、不足教室の解消を図ります。【特別支援教育課】 

 

② 高等学校の規模と配置の適正化 

○ 第１期高等学校再編計画の着実な推進と適切な評価を実施するとともに、

人口減少社会に対応し高校教育の質保証と多様性を確保する第２期高等学

校再編計画の策定に取り組みます。【高校教育課】 

 

③ 教員配置の充実 

○ 全国的な水準よりも充実している 30 人規模学級編制等の教員配置につ

いて今後も維持していくとともに、少人数の学習集団を生かした授業改善

や個別の教育課題の解決に取り組みます。【義務教育課、教学指導課】 

○ 県立高等学校において、時代と生徒のニーズに合った教育課程の弾力化

を推進し、個性豊かな魅力ある高校づくりを推進するための教員配置を充

実します。【高校教育課、教学指導課】 

 

④ 人口減少期の小・中学校のあり方の検討と学校づくりの支援 

○ 人口減少社会の中、教育の質を確保するため、小・中学校のあり方につ

いて市町村と共に検討し新たな学校づくりを推進します。【義務教育課】 
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⑤ 県立学校におけるＩＣＴ環境の整備 

○ ＩＣＴを活用した授業改善や児童生徒の基本的な情報活用能力の育成の

ために県立学校のＩＣＴ環境の整備を推進します。【教育総務課、高校教育

課、特別支援教育課、教学指導課】 

 

⑥ 教育費負担の軽減に向けた経済的支援 

○ 学校徴収金※について、適切な負担となるよう定期的に内容の見直しを行

います。【義務教育課、高校教育課】 

○ 県立高等学校夜間定時制課程や通信制課程で学ぶ生徒に対し、教科書の

補助や学校給食費等の補助を実施し、経済的負担を軽減します。【高校教育

課、保健厚生課】 
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 ５ すべての子どもの学びを保障する支援 

 

（１）いじめ・不登校等悩みを抱える児童生徒の支援 

 

 現状と課題 

○ 不登校・中退生徒の支援情報は、最終在籍学校から地域・関係機関に伝わり

にくく、こうした若者が将来的に社会的孤立に陥る可能性が高いとの指摘があ

ります。 

○ 小学校における不登校のきっかけの１つとして、家庭の問題があげられます。

家庭の成育環境など、児童生徒の背景を含めて理解し、一人ひとりの状況に応

じて対応していくためには、学校だけでなく医療・雇用・福祉・保健等の関係

機関の情報や支援が必要です。 

○ 不登校が長期化してほとんど登校できない児童生徒の割合は、中学校で不登

校生徒の２割に達しています。 

○ 中学校３年時に不登校だった生徒や高校中退生徒の 10％以上が「家居」とな

っています。 

○ いじめの認知件数は年々減少していますが、他県で生徒の自殺といった深刻

な事態が発生したり、パソコンや携帯電話等の手段によるいじめが教職員の気

づかないところで行われている場合もあることから、問題兆候の把握、早期発

見、迅速な解消が求められています。【再掲】 

○ いじめ問題を解決するため、各小中学校にはいじめ等対策委員会が設置され

ていますが、より効果的な活用方法について検討が必要です。【再掲】 
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図５－(1)－① 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

【中学校欠席日数別不登校生徒数の割合（H21～H23）】 
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成果目標 

○ 学校、家庭、地域、関係機関が連携した支援体制が整備され、不登校児童生

徒の状況が改善されるようにします。 

○ 子どもたちが、安心して登校し、学校生活を送ることができるようにします。 

 

測定指標 

測定指標項目 現状値 平成 29 年度の目標 備 考 

小・中学校における不登校児
童生徒の在籍率 

1.14％ 

（平成23年度） 

1.08%以下 

 

文部科学省「児童

生徒の問題行動等

生徒指導上の諸問

題に関する調査」 

学校と地域関係機関が連携

したケース数 

260 件 

（平成23年度） 

400 件 

 
心の支援室調べ 

 

 

主な施策の展開 

いじめ・不登校等悩みを抱える児童生徒を支援するために、次のような取組

を進めます。 

 

① 不登校児童生徒の地域支援体制の整備 

○ 不登校やいじめなどの悩みを抱える子どもや保護者に対して、各教育事

務所に生徒指導専門指導員・不登校専門相談員・スクールソーシャルワー

カー・指導主事等による支援チームを設置し、学校や地域における支援体

制の充実を図ります。【心の支援室】 

○ 地域の課題に沿ったきめ細かな支援を行うため、支援に関わる関係者を

対象とした研究協議等を行います。【心の支援室】 

○ 学校における不登校児童生徒の状況に応じた教員配置により、不登校な

ど課題を抱える児童生徒に対する適応指導・支援を行います。【義務教育

課】 

 

② 不登校の未然防止と改善 

○ 幼稚園・保育所と小学校間、中学校と高等学校間における児童生徒の情

報共有により、すべての子どもの「学び」を切れ目なくつなぎ、自立を支

える学校教育の創造を図る支援を行います。【心の支援室】 

○ 発達段階に応じたキャリア教育の推進により児童生徒の人間関係形成

力などの社会力を育成し、不登校の未然防止に取り組みます。【教学指導

課、心の支援室】 

○ 人間性や社会性を育む自然体験活動を通じて、不登校児童生徒の支援を

行います。【文化財・生涯学習課】 
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③ 相談支援体制の充実 

○ 不登校対応教員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー

等が連携してチーム支援体制を確立し、不登校児童生徒の学習支援と進路

実現を図ります。【心の支援室】 

○ 民間団体の自立支援メニューなどを活用して、より多様な手法による相

談支援体制の充実を図ります。【心の支援室】 

 

④ いじめを許さない学校づくり【再掲】 

○ 人権教育、情報モラル教育等を推進し、いじめの未然防止を図るととも

に、学校へのスクールカウンセラーの配置や心理専門相談員等による電話

相談等の相談体制の充実によりいじめの早期発見、早期解消を図ります。

【心の支援室】 

○ スクールソーシャルワーカーの配置などの支援体制の充実を図り、児童

生徒の悩みの背景にある家庭や生活環境に起因する課題の解決を支援し

ます。【心の支援室】 

○ インターネット掲示板・ブログ等の監視、教職員等への研修、学校へ

の教材提供や学校のＩＣＴ化をサポートする体制づくり等により児童生

徒の情報モラル教育を推進します。【教学指導課、心の支援室】 

○ ＮＰＯや不登校の子どもたちの支援について経験や知識を有する者等

の協力を得ながら、地域、ＮＰＯ、行政、県民が一体となっていじめの問

題について行動できる体制づくりを進め、いじめ問題の解決に全力で取り

組みます。【心の支援室、次世代サポート課】 

○ いじめ等生徒指導上の問題で学校が対応に苦慮している事案に対して、

医師・弁護士・心理士・福祉関係者など外部有識者からなる「いじめ等

学校問題支援チーム（仮称）」を組織し、専門的な助言や問題解決に向け

た支援を実施します。【心の支援室】 
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（２）特別支援教育の充実 

 

 現状と課題 

○ 発達障害及びその疑いのある児童生徒数は年々増加しています。小・中・高

校では、発達障害に対する理解は進みつつありますが、通常の学級において、

発達障害のある児童生徒の特性に配慮しつつ、全員が楽しく「わかる・でき

る」授業の実践が課題となっています。 

○ 発達障害のある児童生徒等の教育的ニーズに応じた支援ができる体制が必

要ですが、通級による指導を含め、必要度に応じた支援ができる体制が十分

整っていません。 

○ 障害の重度・重複化、多様化が進んでおり、特別支援学校の更なる専門性の

向上が求められています。また、複数の障害種に対応できる体制の整備や医

療的ケア※の体制整備が十分ではない状況です。 

○ 知的障害を中心に特別支援学校の児童生徒数は年々増加してきており、教員

数の確保や施設の不足等が課題となっています。 

○ 支援を必要とする児童生徒が、自立と社会参加に向けてできる限り身近な地

域で、同年代の友と共に学ぶことができる体制が求められています。 

○ 発達障害児（者）への理解を社会全体に広める啓発と、教育、福祉などの行

政分野や年代で途切れない支援体制の構築が求められています。 

 

図５－(2)－① 発達障害の児童生徒数の推移 
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図５－(2)－② 特別支援学校における当該障害領域の免許保有率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１次計画の成果と課題 

○ 特別支援学校高等部の卒業生の就職者数は、生徒の就労に対するニーズの多

様化、経済状況等の変化に伴う雇用情勢の悪化から目標の達成が困難な状況と

なっています。今後も、将来の就労につながる可能性のある現場実習先の開拓

や労働局等の関係機関との連携による就労支援策等の充実を図る必要がありま

す。 

 

【第１次計画 目標達成見込】 

達成目標 目標値 H23 実績値 達成予測 

特別支援学校高等部の卒業生の就

職者数の割合 
30.0％ 22.7％ 達成困難 

 

59.2
61.9

67.2
68.7 69.2 70.0 70.3

40.8

46.1

54.0 55.2
57.4

60.0

64.4

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

％

全国

長野県

文部科学省「特別支援学校教諭免許状保有状況調査」 
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成果目標 

○ 全ての子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援が行える体制づくりを

図ります。 

 

測定指標 

測定指標項目 現状値 平成 29 年度の目標 備 考 

特別支援学校教諭免許保有
率 

64.4％ 

（平成23年度） 

90.0％ 

 

文部科学省「特別

支援学校教諭免許

状保有状況調査」 

特別支援学校高等部卒業生
徒のうち、一般企業での実習
を行った生徒数の割合 

34.5％ 

（平成23年度） 

40.0％ 

 

特別支援教育課調

べ 

一般企業での実習を行った
生徒のうち、一般就労した生
徒数の割合 

62.8％ 

（平成23年度） 

65.0％ 

 

特別支援教育課調

べ 

小学校における個別の教育
支援計画作成率 

65.0％ 

（平成23年度） 

80.0％ 

 

文部科学省「特別

支援教育に関する

調査」 

 

 

主な施策の展開 

特別支援教育を充実するために、次のような取組を進めます。 

 

① 小・中・高等学校における特別支援教育の充実 

○ 通常の学級において、発達障害等のある児童生徒も含めて、すべての児

童生徒にとって分かる授業となるよう、授業のユニバーサルデザイン化

（全員が楽しく「わかる・できる」授業への改善）の実践を促進するとと

もに、教員の専門性の向上を図ります。【義務教育課、高校教育課、特別

支援教育課、教学指導課】 

○ 特別な支援を必要とする児童生徒が、通常の学級を基盤に、教育的ニー

ズに応じて適切な支援が受けられる連続的で多様な教育対応を展開でき

る体制について、モデル研究を通して検討し、ガイドラインを示して普及

を図ります。【義務教育課、高校教育課、特別支援教育課】 

○ 発達障害の理解・啓発にあたる人材の育成や、研修への講師派遣等を行

い、すべての教職員に対する研修や、学校をとりまく地域社会における啓

発活動を促進します。【義務教育課、高校教育課、特別支援教育課、文化

財・生涯学習課、健康長寿課】 

 

② 障害の重度・重複化に伴う特別支援教育の充実 

○ 自立活動担当教員の配置の拡充と専門性向上を図ることにより、自立活

動を充実します。【特別支援教育課】 
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○ 医療的ケア※の必要な子どもが、安全・安心に学校生活を送れるよう、

看護師を配置するとともに、安全で適切な医療的ケアを行うための研修体

制や、関係機関の連携体制を整備します。【特別支援教育課】  

○ 免許法認定講習の充実、校外研修への参加促進・校内研修の充実により、

各教員の更なる専門性の向上を図ります。【特別支援教育課】 

○ 児童生徒一人ひとりのニーズに応じた進路実現のために、関係機関との

連携を促進し、キャリア教育、就労・進学支援の充実を図ります。【特別

支援教育課】 

○ 院内学級※のない病院に長期入院している子どもなど、多様な教育的ニ

ーズのある子どもに対する学習支援を行います。【義務教育課】 

 

③ 児童生徒数の増加等に対応する環境整備 

○ 特別支援学校における児童生徒数の増加等に対応するため、教職員配置

の具体的な方針を策定して計画的な充実を図ります。【特別支援教育課】 

○ 各学校の教育的ニーズや地域の状況に応じた特別支援学校の教育環境

の整備を計画的に進めます。【特別支援教育課】 

 

④ 特別支援教育の地域化の推進 

○ 特別支援学校に在籍する児童生徒が居住地の小・中学校に副次的な学籍

を置いて、同年代の友と共に学ぶことができる体制づくりを進めます。【義

務教育課、特別支援教育課】  

○ 現在設置している幼稚部・小・中学部の分教室による教育の実践ととも

に、身近な地域において特別支援学校の専門性を生かした教育が受けられ

る方策について検討します。【特別支援教育課】 

○ 高等部分教室について、これまでの実践の成果を踏まえ、生徒の多様な

教育的ニーズに対応する教育課程を検討するとともに、引き続き、設置の

可能性について検討します。【高校教育課、特別支援教育課】 

 

⑤ 発達障害児（者）への支援体制の整備 

○ 発達障害に関する正しい知識の普及を進めるとともに、教育、福祉など

の行政における関係分野や年代を通じた支援者の連携・協力体制を取りま

とめる人材の配置、情報共有ツール（個別支援ノート）の普及、共通アセ

スメント※の普及等を進めます。【健康長寿課】 

○ 発達障害に対応した教育内容や先進的なノウハウを持ち発達支援教育

の充実に資することを目的とする学びの場づくりの検討を進めます。【次

世代サポート課】 
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（３）困難を有する子ども・若者の自立支援 

 

現状と課題 

○ 県内には約１万人の若年無業者（ニート）が存在しており、ひきこもり相談

が増加しています。 

○ 生活保護、就学援助等の受給者の増加や発達障害児（者）の増加等、困難を

有する子ども・若者への支援のニーズは多様化してきています。 

○ 経済状況の悪化などから、最近の外国人登録者数は減少している一方で、永

住資格の取得者数が伸びるなど定住化傾向がみられ、公立小・中学校に在籍す

る外国籍等の生徒数は横ばいの状況ですが、支援が必要な外国籍等の生徒の在

籍状況は地域的に偏在しています。 

○ 外国籍児童生徒の生活相談や母国語指導、就学機会の確保などを図る必要が

ありますが、生活支援相談員の配置等で十分な支援が行えない場合があります。 

 

図５－(3)－① 県内若年無業者（ニート）の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－(3)－② 外国籍児童生徒数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野県における「若年無業者」の男女別構成（平成19年調査）
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成果目標 

○ 支援が必要な子ども・若者に対し、相談から自立に至るまで切れ目なく支援

できる体制づくりを図ります。 

 

測定指標 

測定指標項目 現状値 平成 29 年度の目標 備 考 

子ども・若者支援地域協議会 
における支援実施者数 

３人 

（平成24年度） 

３６人 

 

次世代サポート課

調べ（協議会設置

地域個別支援会議

の年間支援件数） 

 

 

主な施策の展開 

困難を有する子ども・若者の自立支援を充実するために、次のような取組を

進めます。 

 

① 若年無業者（ニート）、ひきこもり等の子ども・若者への総合的支援 

○ 地域における支援のネットワークを形成し、それぞれの専門性を生かし

て、要支援者の状況に応じた切れ目のない支援体制の構築を推進します。

【次世代サポート課】 

○ ハローワークや市町村、ＮＰＯ等と連携し、若年者の意識やスキルにあ

わせて、職業意識の形成や職業の方向付け、就職先紹介などを行い、若年

者の就業を促進します。 【労働雇用課】 

○ 職場体験学習などの体験的な学習を通じ、児童生徒が学ぶ目的や働く意

味を考える教育を推進します。【教学指導課】 

 

② 民間支援団体との連携・支援 

○ ＮＰＯ等と連携し、若年無業者（ニート）やひきこもり等の支援が必要

な若者に対する相談や社会的自立の支援を行う居場所の提供、訪問相談に

よる本人と家庭・家族への切れ目のない支援により要支援者の社会参加・

就労を促進します。【次世代サポート課】 

 

③ 外国籍児童生徒への教育 

○ 外国籍児童生徒への教育支援のため、日本語指導を行う教員や相談員を

配置するとともに、指導方法等についての研修会を通じて指導にあたる教

員の資質向上を図ります。 【義務教育課、高校教育課、教学指導課】 

○ 県民、企業、行政の三者が協働して、母国語教室に通う経済的に恵まれ

ない児童生徒や教室への援助を行うことにより、不就学の減少を図ります。

【国際課】 
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（４）私学教育の振興 

 

現状と課題 

○ 公教育の一翼を担う私立学校にあっては、独自の建学の精神のもと、特色あ

る教育を行い、本県の人材育成に重要な役割を果たしていますが、少子化が続

いており、経営が厳しい状況となっています。 

 

図５－(4)－① 県内私立学校と国公立学校の園児、児童生徒数の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表５－(4)－② 私立高等学校卒業者の進路状況（学校基本調査結果） 

区 分  大学 (学部 )進学率  短 期 大 学 (本 科 )進 学 率  就職率  

23年 3月卒業生 47.3％  12.1％  8.8％

24年 3月卒業生 47.3％  12.1％  9.8％

 

表５－(4)－③ 県内私立専修学校（専門課程）卒業者の就職状況 

区 分  就職率  県内就職率 

23年 3月卒業生 89.5％  85.5％  

24年 3月卒業生 93.4％  88.8％  

  私立学校調書（情報公開・私学課調べ） 

 就職率＝就職者数÷卒業生のうち就職希望者数  

 県内就職率＝県内就職者数÷就職者数 

 

表５－(4)－④ 納付金格差   （単位：円） 

区 分 公 立 私 立 比 

高 校 124,450 606,333 4.87 

中学校 0 663,667 － 

※平成 24 年度入学料及び授業料（平均）､私立には施設整備費等を含む 

          なお、公立の金額は授業料を徴収することとした場合の金額 

文部科学省「学校基本調査（速報値）」平成 24年度 
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成果目標 

○ 私学教育の振興を通じて、県民への多様な教育機会を提供します。 

 

測定指標 

測定指標項目 現状値 平成 29 年度の目標 備 考 

私立高等学校の募集定員に
対する充足率 

88.9％ 

（19～23 年度

平均） 

90.0％ 

 

入学者選抜結果

（現状値は５年間

の平均値） 

 

 

主な施策の展開 

私学教育を振興するために、次のような取組を進めます。 

 

① 私立高等学校等の振興 

○ 私立学校の教育条件の維持向上、保護者の経済的負担の軽減及び経営の

健全性の向上を図るため、学校法人が設置する私立幼稚園、小学校、中学

校、中等教育学校、高等学校、専修学校等の運営に要する経費について、

私立学校教育振興費補助金により助成を行います。【情報公開・私学課】 

 

② 保護者負担の軽減 

○ 私立高等学校等における保護者等学費負担者の経済的負担を軽減するた

め、私立高等学校等就学支援事業及び私立高等学校授業料等軽減事業によ

り、授業料等に対する助成を行い、県民の高等学校等での教育機会の拡大

を図ります。【情報公開・私学課】 
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 ６ 学びの成果が生きる生涯学習の振興 

 

（１）学びが循環する社会の創造 

 

現状と課題 

○ 人々が地域社会へ貢献したいという意識は高まっていますが、実際の行動に

つながっていない傾向があります。学びが循環する地域社会の実現のためには、

学びを生かすための地域の学習活動やきっかけづくりが必要となっています。 

○ 高齢者の生きがいづくりや社会教育施設の活動に参加できない人に対して、

情報提供を含めたアプローチが重要になっています。 

○ 地域の教育力が低下しており、子どもたちが学校以外で人間関係やコミュニ

ケーション能力を身に付ける機会が減少しています。 

○ 地域の人権教育・啓発を主体的かつ具体的に推進する「地域リーダー」が育

ちにくいといった課題があり、地域間の取組にも差があります。 

 

図６－(1)－① 公民館の講座参加者数 
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第１次計画の成果と課題 

 

○ 生涯学習情報提供システムについては、インターネットの普及により容易に

情報を選択・発信でき、他の検索システムにより代替が可能との事業仕分けで

の指摘等を踏まえ、平成 22 年度末で運用を廃止しました。県は社会状況の変化

を踏まえ、「生涯学習の推進」に必要な情報を幅広く収集し、集めた情報を効

果的・効率的に発信することとしました。 

 

 

 
【第１次計画 目標達成見込】 

達成目標 目標値 H22 実績値 備 考 

生涯学習情報提供システム情報

登録件数 
13,500 件 12,530 件 

H22 年度に 

システム廃止 
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成果目標 

○ 県民が生涯にわたって学び続けたり地域の課題解決を主体的に担うことがで

きる力を身に付けられるようにします。 

 

測定指標 

測定指標項目 現状値 平成 29 年度の目標 備 考 

公民館における学級・講座の
学習内容のうち「家庭教育・
家庭生活」「市民意識・社会連
絡意識」「指導者養成」の参加
者数 

197,362 人 

(平成 23 年度) 

210,000 人 

 

文化財・生涯学習

課調べ 

生涯学習推進センター研修
講座利用者数 

1,364 人 

(平成 24 年度) 

1,400 人 

 

文化財・生涯学習

課調べ 

 

 

主な施策の展開 

学びが循環する社会を創造するために、次のような取組を進めます。 

 

① 生涯学習の基盤づくり 

○ 生涯学習推進センターにおいて、地域の生涯学習指導者の養成を行うな

ど県民の多様な学びを支援します。【文化財・生涯学習課】 

○ 県立長野図書館において、レファレンス機能※の向上や、市町村立図書

館との連携の推進など、多様な利用者のニーズに対応したサービスの向上

を図ります。【文化財・生涯学習課】 

○ 家庭教育を充実するための研修・啓発により、子どもたちが幼年期にお

いて家庭での役割分担をもち自己肯定感・自己効力感を感じる取組を推進

します。【文化財・生涯学習課】 

○ 青少年期における地域活動やボランティア活動を促進し、社会的なかか

わりを持つように取り組みます。【文化財・生涯学習課】 

○ 中・高年、働き盛り世代の学習機会を市町村と連携して充実します。【文

化財・生涯学習課】 

○ 地域社会への貢献意欲や学習意欲にあふれる「団塊の世代」や退職者を

対象にした研修講座や指導者養成講座の充実を図ります。【文化財・生涯

学習課】 

○ 県民の多様な生涯学習のニーズに応えることができるよう、インターネ

ットの活用などにより生涯学習や地域活動に関する情報を提供します。

【文化財・生涯学習課】 

○ 地域活動の拠点としての社会教育施設の活動を支援します。【文化財・

生涯学習課】 

○ 歴史や文化芸術に親しみ、知識を深める機会を提供します。【生活文化

課、文化財・生涯学習課】 
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○ 現代的、社会的課題に対応した学習機会を提供します。【人権・男女共

同参画課、消費生活室、健康長寿課、信州の木振興課、県産材利用推進室、

森林づくり推進課】 

○ 農村地域の活性化に取り組む農村生活マイスター等による農業体験や

伝統料理講習会等の開催を通じて、食や農業に関する理解を深める取組を

推進します。【農村振興課】 

○ 地域の農畜産物を活用した信州の味コンクールの開催や伝統野菜の調

理方法の紹介などを通じて、地産地消や食文化の継承のための取組を推進

します。【農村振興課、園芸畜産課】 

○ 自然観察会、森林・林業体験など自然の中で学ぶ機会を提供します。【自

然保護課、信州の木振興課、県産材利用推進室、森林づくり推進課、文化

財・生涯学習課】 

○ 高齢者が、新たな知識の習得や地域活動の参加などを通じ、豊かな社会

生活を送ることができるよう支援します。 【健康長寿課】 

○ 消費者が適切な選択を行うことができるよう、学習の機会を提供します。

【消費生活室】 

 

② 地域コミュニティの再生 

○ 地域課題や現代的課題等を身近な場所で学ぶ機会の提供、住民の地域活

動やボランティア活動への参加促進を図る公民館の取組を支援し、地域コ

ミュニティの拠点づくりを推進します。【文化財・生涯学習課】 

 

③ 社会人権教育の推進 

○ 参加型、体験型、協力型研修会を通して、各地域において、知識の伝達

だけでなく、県民自らの具体的な行動や実践につなげることができる人権

教育リーダーを育成します。【心の支援室】 

○ 地域主体による人権教育事業を促進するともに、啓発資料等により、各

地域の先進的な取組等の情報提供を行います。【心の支援室】 

 

④ 学校・地域社会と高等教育機関の連携 

○ 連続性のある育成の視点を持って、生徒指導、教科指導やキャリア教育

等において、学校と高等教育機関との連携・協力を進めます。【教学指導

課】 

○ 大学等との連携により、ふれあい自然体験キャンプを実施し、得られた

知見を自然体験プログラムとしてまとめ、地域で活動することができる人

材を育成します。【文化財・生涯学習課】 
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「「「「家庭家庭家庭家庭・・・・地域社会地域社会地域社会地域社会」」」」にににに関関関関するするするする質問紙調査質問紙調査質問紙調査質問紙調査
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24.6%
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20.9%

28.4%

32.2%

21.7%

20.3%

16.7%

17.0%

15.9%

14.2%

21.3%

20.8%

2.5%

3.5%

5.3%

8.1%

3.7%

15.8%

14.8%

29.9%

41.3%

40.6%

63.4%

61.1%

14.1%

13.7%

39.1%

35.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%

①家の手伝いをしていますか（長野県小学生）

（全国小学生）

（長野県中学生）

（全国中学生）

②今住んでいる地域の行事に参加していますか（長野県小学生）

（全国小学生）

（長野県中学生）

（全国中学生）

③学校や塾の先生や家の人以外の地域の大人と一緒に遊んだり、勉強を 教えてもらった

りすることがありますか（長野県小学生）

（全国小学生）

（長野県中学生）

（全国中学生）

④年上や年下の友達と一緒に遊んだり、勉強したりすることがありますか（長野県小学

生）

（全国小学生）

（長野県中学生）

（全国中学生）

よくしている（当てはまる）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ときどきしている（どちらかといえば当てはまる）
あまりしていない（どちらかといえば当てはまらない）
全くしていない（当てはまらない）

その他
無回答

　

（２）子どもの未来づくり 

 

現状と課題 

○ 家庭や地域の教育力の低下が指摘されており、学校・家庭とは異なる環境の

中で、自然体験や共同生活体験を通し、自主性や社会性等の育成を図る必要が

あります。 

○ 地域や学校の特色を生かしたカリキュラムや地域のよさを子どもたちに伝え

ることなどが求められていますが、地域を学ぶ教材の作成等は地域毎の取組に

差が見られます。 

○ 学力、体力の向上等も含め、児童生徒の健やかな成長を促すためには、基本

的な生活習慣を身に付けること等の家庭教育が重要です。 

○ 核家族化や少子化などにより、家庭において身近な人から子育てを学ぶ機会

が減少し、地縁的なつながりが希薄化するなど家庭教育を支える環境が大きく

変化しており、社会全体で家庭教育を支援する必要性が高まっています。 

○ 飲酒・喫煙等に対する規範意識が、年齢が上がるに従って低くなっています。

また、有害情報の氾濫等社会環境の悪化による子ども・若者への影響が深刻化

しています。 

○ 刑法犯における少年（20 歳未満の者）の占める割合は依然として多く、罪を

犯すなどの非行少年は減少しているものの依然として高水準で推移しており、

特に万引き等の初発型非行※が多い状況となっています。 

 

図６－(2)－①  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省「全国学力・学習状況調査」平成 24 年度 
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第１次計画の成果と課題 

○ 放課後の子どもの居場所づくりについては、４年間で既に目標値を上回る実

績を達成しています。引き続き多様なニーズに対応していく必要があります。 

  

【第１次計画 目標達成見込】 

達成目標 目標値 H23 実績値 達成予測 

放課後児童クラブ※登録児童数 17,000 人 18,996 人 達成見込み 

放課後子ども教室※登録児童数 5,800 人 8,311 人 達成見込み 
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成果目標 

○ 学校支援ボランティアが自らの経験や知識を基に児童生徒に豊かな学習や体

験の機会を提供できるようにします。 

○ より多くの小学校区において、放課後児童クラブ※・放課後子ども教室※が実

施され、多くの児童に放課後の居場所が確保されるようにします。 

 

測定指標 

測定指標項目 現状値 平成 29 年度の目標 備 考 

学校支援ボランティア登録
数 

15,472 人 

（平成24年度） 

18,000 人 

 

文化財・生涯学習

課調べ 

放課後子どもプラン（児童ク
ラブ・子ども教室）登録児童
数 

27,307 人 

（平成23年度） 

30,000 人 

 

こども・家庭課、

文化財・生涯学習

課調べ 

 

 

主な施策の展開 

子どもの未来づくりを推進するために、次のような取組を進めます。 

 

① 学校、家庭、地域の連携を支援 

○ 学校・家庭及び地域住民等が連携・協働し、地域全体で教育に取り組む

仕組みづくりを推進します。【文化財・生涯学習課】 

○ 放課後や休日等における子どもの安全・安心な居場所づくりと健全な育

成を推進するため、放課後児童クラブ※や放課後子ども教室※の活動などを

支援します。【こども・家庭課、文化財・生涯学習課】 

○ 教職員、市町村職員、コーディネーター（調整役）、ボランティア等に

対して、学校と地域連携に関する研修、啓発を行い、地域の教育力の向上

を図ります。【文化財・生涯学習課】 

○ 学校、地域やＮＰＯ等との連携により、通学合宿などの日常生活におけ

る異年齢の共同生活体験を推進し、子どもの自主性や協調性などを育みま

す。【次世代サポート課】 

 

② 豊かな交流、体験活動の推進 

○ 「子どもたちが地域を学ぶ」「地域が気づく」「地域のみんなが共に育つ」

ためのネットワークづくり、参加体験型プログラム、教材の開発等を推進

します。【地域福祉課、教学指導課】 

○ 体験的な学習を支える地域教材を扱った事例のデータや人材情報等の

整備、提供に取り組みます。【教学指導課】 

○ 障害のある子どもを対象とした就労体験活動である「ぷれジョブ」を普

及します。【次世代サポート課】 
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③ 家庭教育の支援 

○ ＰＴＡ活動についての講演会や分科会等を通じた家庭教育に関する研

修を行います。【文化財・生涯学習課】 

○ 地域の実情に応じた家庭教育支援の先進事例の情報を関係機関で共有

し、その普及啓発に取り組みます。【文化財・生涯学習課】 

○ 福祉施策と連携し、地域の力を活用しながら、子育て支援と家庭教育支

援の向上を図ります。 【こども・家庭課、文化財・生涯学習課】 

○ 学校・家庭・地域が一体となって、「早寝早起き朝ごはん」運動や、あ

いさつ・声がけなどに取り組む「共育」クローバープランを推進し子ども

の望ましい生活習慣を育成します。 【教学指導課、文化財・生涯学習課】 

○ 仕事と家庭等のバランスが取れた生活を送れるよう、育児・介護休業法

などの周知を図るとともに、労働時間短縮をはじめとするゆとりある労働

環境づくりを推進します。 【労働雇用課】 

○ 従業員の子育て支援に取り組む企業を支援し、育児休業制度や育児のた

めの短時間勤務制度の普及を推進します。【労働雇用課】 

 

④ 青少年健全育成、健全な社会環境づくり 

○ 「青少年は地域社会からはぐくむ」という観点から、学校、家庭、地域

住民、企業、団体、行政が一体となり、「県民総ぐるみの青少年育成運動」

を推進します。【次世代サポート課】 

○ 携帯電話やインターネットなどの急速な普及に対応し、青少年のメディ

アリテラシー※の向上を図ります。 【次世代サポート課】 

○ 自然とのふれあい体験や共同生活体験を通じ、青少年の豊かな感性や自

立性・社会性を育みます。 【文化財・生涯学習課】 

○ 成人向け図書や情報などの青少年を取り巻く有害な社会環境から子ど

もたちを守るため、地域での巡回活動や啓発運動を支援します。【次世代

サポート課】 

○ 非行防止教室の開催や少年サポートセンターによる少年、保護者に対す

る相談活動を通じて、少年の立ち直り支援や少年の規範意識の向上を図り

ます。【県警少年課】 
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７ 潤いと感動をもたらす文化とスポーツの振興 

 

（１）文化芸術の振興 

 

現状と課題 

○ 県民が文化芸術に親しむともに、文化芸術活動に参加し個性豊かな創造

性を発揮できる環境が求められています。 

○ 児童生徒の感性を育むために、一流の文化芸術に触れる機会や地域の伝

統文化に関する活動を体験する機会を充実する必要があります。 

 

図７－(1)－① 県民の趣味・娯楽の活動分野（文化芸術分野のみ抜粋） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７－(1)－②  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務省「社会生活基本調査」平成 23 年度 

 
生徒の部活動加入状況（全日制高等学校　各学年平均）
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18 19 20 21 22 23 24

運動系

文化系

年度

教学指導課「学校経営概要のまとめ－高等学校編」 

 

活　　動　　分　　野
行動者率

（％）
全国順位 活　　動　　分　　野

行動者率

（％）
全国順位

音楽会などクラシック音楽鑑賞 10.6 2位 囲碁 1.3 18位

コーラス・声楽 3.9 2位 ＣＤ・レコードなどによる音楽鑑賞 44.6 20位

絵画・彫刻の制作 4.0 3位 陶芸・工芸 2.0 21位

詩・和歌・俳句・小説などの創作 2.8 3位 写真の撮影・プリント 23.4 21位

楽器の演奏 10.6 5位 カラオケ 27.2 22位

将棋 4.0 6位 洋舞・社交ダンス 1.3 24位

音楽会などポピュラー音楽鑑賞 13.2 7位 ＤＶＤ・ビデオなどによる映画鑑賞 37.3 26位

編み物・手芸 10.9 7位 邦舞・おどり 1.6 27位

邦楽 1.9 8位 演芸・演劇・舞踊鑑賞 9.3 28位

美術鑑賞 17.8 9位 映画鑑賞 28.2 32位

書道 4.3 14位 華道 1.6 39位

茶道 1.7 15位 ※行動者率…行動者の10歳以上人口に占める割合（%)
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成果目標 

○ 優れた文化芸術の鑑賞機会や創作活動の場を広く提供し、文化芸術に親しむ

環境を整えるようにします。 

 

測定指標 

測定指標項目 現状値 平成 29 年度の目標 備 考 

県立文化施設の利用者数 

6,801,636 人 

（19～23 年度

累計） 

6,802,000 人 

（25～29 年度

累計） 

生活文化課調べ 

 

 

 

主な施策の展開 

文化芸術を振興するために、次のような取組を進めます。 

 

① 創作発表活動・鑑賞機会の充実 

○ 優れた文化芸術の鑑賞機会や県民の創作活動・発表の場を広く提供し、

県民の自主的・主体的な文化芸術活動を促進します。【生活文化課】 

○ 県民が良好な環境で創作発表活動や鑑賞ができるよう、県立文化施設の

適切な維持管理を行うとともに、信濃美術館の整備について検討を進めま

す。【生活文化課】 

○ 文化施設や社会教育施設間での情報交換を推進し、連携事業の展開や広

域的な活動等を推進します。【生活文化課、文化財・生涯学習課】 

 

② 文化交流の推進 

○ サイトウ・キネン・フェスティバル松本や県民文化会館とウィーン楽友

会館との姉妹提携事業などを通じ、行政、地域、住民など各レベルでの国

際的な文化交流を推進し、本県の文化芸術を世界に向けて発信します。【生

活文化課】 

 

③ 文化芸術を担う人材の育成 

○ 本県ゆかりの芸術家や今後の活躍が期待される若手芸術家の活動を支

援します。【生活文化課】 

○ 児童生徒の文化芸術に対する関心を高め、感性を育むため、優れた文化

芸術に触れる機会の充実、伝統文化の継承と創作活動など、学校における

文化活動を推進します。【教学指導課】 

○ 高等学校文化連盟と連携し、文化芸術活動をしている高校生が一堂に会

し、日頃の成果を発表し交流を深める機会を提供します。【教学指導課】 
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（２）文化財の保護・継承・活用 

 

現状と課題 

○ 県民の貴重な共有財産である文化財を安定的に保護し、後世に継承していく

必要があります。 

○ 文化的景観や比較的時代の新しいものなど保護対象が拡大するとともに保護

手法も多様化してきており、時代のニーズへの対応が求められています。 

○ 地域の歴史・伝統・文化を地域の文化創造や魅力づくりに生かすとともに、

地域資源・観光資源として活用していくことが期待されています。 

 

図７－(1)－① 国・県指定等文化財の件数の推移 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            文化財・生涯学習課調べ 

 

第１次計画の成果と課題 

○ 国・県指定等文化財の件数については、４年間で既に目標値を上回る実績を

達成していますが、今後は文化財のより有効な活用やその体制づくりが求めら

れています。 

  

【第１次計画 目標達成見込】 

達成目標 目標値 H23 実績値 達成予測 

国・県指定等文化財の件数 1,100 件 1,175 件 達成見込み 
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成果目標 

○ 所有者、行政、県民が協調して適切な文化財保護の推進を図ります。 

○ 文化財の新たな価値を引き出していきます。 

 

測定指標 

測定指標項目 現状値 平成 29 年度の目標 備 考 

国・県指定等文化財の件数 

1,175 件 

（平成 23年度

末) 

1,250 件 

 

文化財・生涯学習

課調べ 

県立歴史館入館者数 
94,234 人 

（平成23年度） 

100,000 人 

 

文化財・生涯学習

課調べ 

 

 

 

主な施策の展開 

文化財の保護・継承・活用を促進するために、次のような取組を進めます。 

 

① 文化財の保護、継承 

○ 文化財の現状把握や地域住民の文化財保護活動への支援を行い、文化財

の保護と継承を図ります。 【文化財・生涯学習課】 

○ 開発事業との調整により、埋蔵文化財の保護を図るとともに、記録保存

の必要な遺跡については、発掘調査を実施します。【文化財・生涯学習課】 

○ 地域の文化財に親しむ機会を提供するとともに、考古・文献史資料など

の保存・活用を推進します。【文化財・生涯学習課】 

 

② 文化財の活用 

○ 歴史的景観の保持・保存の取組への支援などにより文化財を生かした地

域づくりや観光振興を図ります。 【文化財・生涯学習課】 

○ 世界文化遺産登録に向けた地元市町村の活動を支援します。【文化財・

生涯学習課】 

○ 県立歴史館を中心とした県民の歴史・文化の拠点づくりを推進します。

【文化財・生涯学習課】 
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（３）スポーツの振興 

 

現状と課題 

○ 週１回以上スポーツに親しむ人の割合は 50％を下回っており、気軽にスポー

ツに取り組める環境の整備、すべての人がともに楽しめるスポーツイベントの

あり方や機会の拡大が求められています。 

○ 総合型地域スポーツクラブでは、自主財源や会員の確保、指導者の確保及び

育成が課題となっています。 

○ 国民体育大会や子どもたちに夢を与えるオリンピック等の国際大会での本県

選手の活躍で長野県を元気にするために、効果的な競技力の向上が必要となっ

ています。 

○ トップレベルの選手の技術や経験を「資源」として、学校体育や総合型クラ

ブなど地域のスポーツクラブ等で活用する仕組みの確立が必要です。 

○ 県内に野球、サッカー、バスケットボールの地域密着型プロスポーツチーム

が相次いで誕生し、注目が高まっています。 

 

図７－(3)－① 県民のスポーツ実施状況 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報県民課「県政世論調査」「県政モニター調査」 

 

 

 

 

 

 

 

 

H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度

週１回以上 31.8 31.1 38.1 42.8 39.2 43.0 

週３回以上 14.1 14.5 18.2 22.4 21.9 20.5 

年間０回 51.4 33.1 23.1 24.7 24.0 19.9 
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図７－(3)－② 国民体育大会順位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            スポーツ課調べ 

 

第１次計画の成果と課題 

○ 運動・スポーツ実施率については、ニュースポーツ※の普及啓発や全県的なス

ポーツイベントにより 60 歳から 74 歳の実施率が高く、概ね目標値を達成する

見込みですが、今後は若年から 50歳代の実施率を高めていく必要があります。 

○ 国民体育大会等の成績については、国体種目、冬季競技やジュニア競技等の

選手強化を推進した結果、目標値を達成見込みであり、今後は、本県競技者が

全国的に活躍することによる県民への波及効果を踏まえ、更なる選手強化を図

っていく必要があります。 

 

【第１次計画 目標達成見込】 

達成目標 目標値 H23 実績値 達成予測 

運動・スポーツ実施率（週１回

以上スポーツに親しむ人の割

合） 

50.0％ 43.0％ 概ね達成 

国民体育大会総合（天皇杯）順位 10 位台 17 位 達成見込み 

国民体育大会入賞数（少年）・全国高等学校総合

体育大会入賞数・全国中学校体育大会入賞数 
165 人・団体 169 人・団体 達成見込み 
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成果目標 

○ 県民誰もが、年齢、体力、技術、適性、興味・目的に応じて、安全にスポー

ツに親しむことができる生涯スポーツ社会を実現します。 

○ オリンピック・パラリンピックなど、国際舞台や国内大会で活躍する本県選

手の増加を図ります。 

 

測定指標 

測定指標項目 現状値 平成 29 年度の目標 備 考 

運動・スポーツ実施率（週１
回以上スポーツに親しむ人
の割合） 

48.3% 

（平成 24 年度調査） 

65.0% 

（平成 30 年度調査） 

広報県民課「県政

世論調査」、「県政

モニター調査」 

国民体育大会総合（天皇杯）
順位 

17 位 

（平成 24年） 

15 位以内 

（平成 29年） 
スポーツ課調べ 

 

 

主な施策の展開 

スポーツを振興するために、次のような取組を進めます。 

 

① ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 

○ 誰もが生涯にわたってスポーツに親しむことができるよう研修の充実

や気軽に行えるスポーツの普及と環境整備を進めます。【スポーツ課】 

○ スポーツイベントへのスポーツボランティアの参加を促進し、スポーツ

を「支える人」を育成するととともに、その定着を図ります。【スポーツ

課】 

○ 本県の山岳を訪れる多くの登山者に対し、関係団体と協力し、遭難事故

の未然防止のための啓発活動を推進します。【スポーツ課】 

○ 地域のスポーツ指導者や競技団体等と連携して、障害者の自主的なスポ

ーツ活動の継続・定着を図るとともに、障害者スポーツに対する県民の理

解を促進するため、積極的に障害者スポーツを広報します。【障害者支援

課】 

 

② スポーツ環境の整備 

○ 総合型地域スポーツクラブ、郡市体育協会、スポーツ少年団、公民館等

の地域のスポーツ活動を支える団体間相互の連携を図り、住民が主体的に

参画するスポーツ環境の整備を推進します。【スポーツ課】 

○ 県営スポーツ施設の適切な維持・管理により、利用者の利便性向上を図

るとともに、武道を振興するための施設のあり方を検討します。【スポー

ツ課、都市計画課】 

 

③ 競技力の向上 

○ オリンピック・パラリンピックなど、国際舞台や全国規模の大会で活躍

できる選手の育成・強化を、競技団体等と連携して推進します。【スポー

ツ課】 
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○ 各競技の一貫指導の必要性の啓発を進め、体制の構築を支援するととも

に、スポーツドクター、トレーナー、栄養士等を国民体育大会や選手の合

宿等へ派遣し、コンディショニング調整などを行うマルチサポートを推進

します。【スポーツ課】 

○ ＳＷＡＮプロジェクト※により、世界で戦える高い資質を持った人材を

発掘し、冬季オリンピックメダリストを育成します。【スポーツ課】 

 

④ スポーツ界における好循環の創出 

○ 県内を拠点に活躍した選手が引退後も指導に携わるなどの好循環サイ

クルの確立に向けた検討を進めます。【スポーツ課】 

 

⑤ スポーツの多面的な役割の活用 

○ 県内に本拠地を置くプロスポーツチームと連携・協力して、長野県全体

の元気の創出につながる活動に取り組みます。【スポーツ課】 

○ スポーツを地域の観光資源とした特色ある地域づくりを支援するため、

市町村、関係団体、企業等との連携・協働を推進します。【スポーツ課】 

○ 生きがいづくりや介護予防の観点からも、高齢期におけるスポーツ活動

が積極的に取り組まれるよう支援します。【スポーツ課】 
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第第第第５５５５編編編編    計画計画計画計画をををを推進推進推進推進するためのするためのするためのするための基本姿勢基本姿勢基本姿勢基本姿勢                                                            

この計画を着実に推進するために、次のことを重視して教育行政に取り組みます。 

 

第１ 行政・財政改革の推進 

首長と教育委員会との関係、都道府県教育委員会と市町村教育委員会との関係など、

近年、地方教育行政制度のあり方をめぐる議論が活発化しています。他方、地方財政

を取り巻く状況は一層厳しさを増しています。このような中で、質の高い教育を安定

的・持続的に提供するためには、変化を恐れず、常に成果を検証・共有し改善につな

げる姿勢が重要です。 

 このため、「長野県行政・財政改革方針」（平成 24 年３月策定）に沿って、行政経営

システム改革や財政構造改革、地方分権改革等の行政・財政改革を推進します。 

 

第２ 教育に関わる多様な主体の役割分担と協働、連携 

長野県全体の教育力を高めるためには、県や市町村の行政のみならず、学校、保護

者、地域、企業など社会を構成するすべての者が、それぞれの役割と責任を自覚しこ

れを果たすとともに、相互に連携協力する必要があります。 

 また、困難な課題を抱える家庭等に対しては、行政がその役割を支えるなどの配慮

が必要です。 

 このため、教育に関する様々な情報を積極的に提供するとともに、学校と地域、民

間団体等との連携・協働を進める調整役の育成や、ネットワーク構築などの環境整備

に努めます。 

 加えて、現行の教育制度の下で、教育施策、とりわけ義務教育に係る施策を効果的・

効率的に推進するため、市町村との十分な連携協力をより一層充実します。 

 さらに、各学校において異なる実情や、児童生徒・保護者・地域住民等のニーズに

応じて最適な教育がなされるよう教育現場における主体性、創意工夫を一層促すため

の環境整備に努めます。 

 

第３ 適切な評価・点検による実効性の確保 

計画の着実な推進のためには、政策の適切な評価や事務の点検により、計画に示し

た施策・事業の進捗状況を的確に把握し、効果や課題を検証した上で県民への説明責

任を果たし、理解と協力を得ていくことが重要です。 

 このため、「長野県総合５か年計画（仮称）」に係る新たな評価制度等との整合を図

りながら、有識者による評価を活用するなど、県民にわかりやすく実効性のある評価・

点検の実施に努めます。 

 

第４ 計画の見直し 

計画の実行過程で、長野県の教育をめぐる情勢に、策定時の想定を大きく超えた変

化が生じることも考えられます。この場合にあっては、計画期間中においても、必要

に応じて計画の見直しを行います。 

第５編 計画を推進するための基本姿勢 
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年
齢

0
歳

1
歳

2
歳

3
歳

4
歳

5
歳

6
歳

7
歳

8
歳

9
歳

1
0
歳
1
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歳
1
2
歳
1
3
歳
1
4
歳
1
5
歳
1
6
歳
1
7
歳
1
8
歳
1
9
歳
2
0
歳
2
1
歳
2
2
歳

参
考

資
料

：
個

人
の

ラ
イ

フ
ス

テ
ー

ジ
に

対
応

す
る

施
策

の
体

系

ラ
イ
フ

ス
テ
ー
ジ

2
3
歳
～

基 本 目 標 Ⅰ 　 知 ・ 徳 ・ 体 が 調 和 し 、 社 会 的 に 自 立 し た 人 間 の 育 成

信
州
に
根
ざ
し
世
界
に
通
じ
る
人
材
の
育
成 　

○
外

国
語

に
よ

る
ｺﾐ

ｭﾆ
ｹｰ

ｼｮ
ﾝ能

力

　
の

育
成

○
理

数
教

育
・

科
学

教
育

の
充
実

○
探

求
的

な
学

科
等

の
設

置

○
ふ

る
さ

と
教

育
の

推
進

【
再
掲

】

世
界

に
つ

な
が

る
力

の
育

成

　
○

ふ
る

さ
と

教
育

の
推

進

○
自

然
体

験
学

習
、
環

境
教

育
の

推
進

長
野

県
・

地
域

を
学

ぶ
体

験
学

習

　

○
大

学
教

育
の

充
実

○
職

業
教

育
、

職
業

訓
練

の
充

実
　

　
　

　
等

高
等

教
育

の
充

実

　
○

学
校

に
お

け
る

系
統

的
・

体
系

的
な

キ
ャ

リ
ア

教
育

の
実
施

○
学

校
を

支
援

す
る

ﾌ
ﾟﾗ

ｯﾄ
ﾌｫ
ｰ
ﾑ構

築
　

　
　

 
　

　
○

福
祉

教
育

の
推

進

○
実

社
会

と
つ

な
が

る
体

験
機

会
、

発
表

の
場

等
の

充
実

キ
ャ

リ
ア

教
育

の
充

実

豊
か
な
心
と
健
や
か
な
身
体
の
育
成

　
○

「
共

育
」

ク
ロ

ー
バ

ー
プ

ラ
ン

の
推

進

○
社

会
性

や
規

範
意

識
の

育
成

○
学

校
人

権
教

育
の

推
進

豊
か

な
心

を
育

む
教

育

　

○
幼

稚
園

、
保

育

所
に

お
け

る
教

育

の
充

実
○

幼
・

保
・

小
の

連
携

強
化

　
等

幼
児

教
育

の
充

実

　
○

長
野

県
版
運

動
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
推

進

○
幼

児
期

か
ら

の
運

動
習

慣
形

成
○

健
康

保
持
増

進
、

食
育

推
進

健
康

づ
く

り
・

体
力

の
向

上

参
考
資
料

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

成
　

　
人

乳
幼
児

 
 
保

育
所

・
幼

稚
園

小
学

校
中

学
校

高
等

学
校

大
学

・
専

門
学

校
等 若

　
者

未
来
を
切
り
拓
く
学
力
の
育
成

　

○
学

習
習

慣
の

確
立

と
基

礎
学

力
の

定
着

○
知

識
・

技
能

活
用

力
、

課
題

探
究

力
の
育

成

○
継

続
的

な
学

力
向

上
の

検
証

改
善

サ
イ

ク
ル

の
確

立

○
「

伸
び

る
力

」
を

一
層

伸
ば

す
指

導
内
容

の
充

実

○
Ｉ

Ｃ
Ｔ

の
活

用
等

に
よ

る
確

か
な

学
力
の

育
成

　
　

　
　

　
等

確
か

な
学

力
を

伸
ば

す
教

育
の

充
実

(
主

に
義

務
教

育
)

　

○
魅

力
あ

る

高
校

づ
く

り

○
高

校
教

育

の
質

保
証

○
私

立
高

等

学
校

の
振

興

高
校

教
育

の
充

実

特
別

支
援

学
校

（
幼

稚
部

）

特
別

支
援

学
校

（
小

学
部

）

特
別

支
援

学
校

（
中

学
部

）

特
別

支
援

学
校

（
高

等
部

）
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基 本 目 標 Ⅲ 　 社 会 全 体 で 共 に 育 み 共 に 学 ぶ 教 育

の 推 進

基 本 目 標 Ⅱ 　 多 様 性 を 認 め 、

共 に 生 き る 社 会 の 実 現

基 本 目 標 Ⅰ 　 知 ・ 徳 ・ 体 が 調 和

し 、 社 会 的 に 自 立 し た 人 間 の 育 成

安
全
・
安
心
・
信
頼
の
学
校
づ
く
り

　
○

教
員

の
指

導
力

、
専

門
性

、
社

会
性

向
上

　
○

優
秀

な
教

員
の

確
保

○
校

内
研

修
等

効
果

的
な

研
修

実
施

○
働

き
や

す
い

環
境

づ
く

り

教
員

の
資

質
能

力
向

上

　

○
学

校
施

設
設

備
の

充
実

　
　

　
○

県
立

学
校

に
お

け
る

Ｉ
Ｃ

Ｔ
環

境
の

整
備

○
高

校
の

規
模

と
配

置
の

適
正

化
　

○
教

育
費

負
担

軽
減

に
向

け
た

経
済

的
支

援

○
教

員
配

置
の

充
実

○
人

口
減

少
期

の
学

校
の

あ
り

方
の

検
討

と
学

校
づ

く
り

の
支

援

教
育

環
境

の
維

持
改

善

　
○

学
校

施
設

の
防

災
機

能
強

化
　

　
　

　
○

い
じ

め
を

許
さ

な
い

学
校

づ
く

り
○

防
災

教
育

等
学

校
安

全
の

充
実

安
全

・
安

心
の

確
保

　
○

学
校

運
営

の
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
力

向
上

○
地

域
に

開
か

れ
た

学
校

づ
く

り

地
域

と
共

に
あ

る
学

校
づ

く
り

す
べ
て
の
子
ど
も
の
学
び
を
保
障
す
る
支
援

　
○

小
・

中
・

高
等

学
校

に
お

け
る

特
別

支
援

教
育

の
充

実
　

○
特

別
支

援
教

育
の

地
域

化
○

障
害

の
重

度
・

重
複

化
に

伴
う

特
別

支
援

教
育

の
充

実
　

○
発

達
障

害
児

(
者

)
へ

の
支

援
体

制
の

整
備

○
児

童
・

生
徒

数
の

増
加

に
対

応
す

る
環

境
整

備

特
別

支
援

教
育

の
充

実

　

○
若

年
無

業
者

（
ニ

ー
ト

）
、

ひ
き

こ
も

り
等

の

　
子

ど
も

・
若

者
へ

の
総

合
的
支

援
○

民
間

支
援

団
体

と
の

連
携
・

支
援

○
外

国
籍

児
童

生
徒

へ
の

教
育

困
難

を
有

す
る

子
ど

も
・

若
者

へ
の

自
立

支
援

　
○
不

登
校

児
童

生
徒

の
地

域
支

援
体

制
の

整
備

　
　

○
相

談
支
援

体
制

の
充

実

○
不

登
校

の
未

然
防

止
と

改
善

　
　

○
い

じ
め

を
許

さ
な

い
学
校

づ
く

り
【

再
掲

】
い

じ
め

・
不

登
校

等
悩

み
を

抱
え

る
児

童
生

徒
の

支
援

　
○

私
立

学
校

の
振

興

○
保

護
者
の

負
担

軽
減

私
学

教
育

の
振

興

学
び
の
成
果
が
生
き
る
生
涯
学
習
の
振
興

　

○
生

涯
学

習
の

基
盤

づ
く

り
○

地
域

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

の
再

生

○
社

会
人

権
教

育
の

推
進

○
学

校
・

地
域

社
会

と
高

等
教

育
機

関
の

連
携

学
び

が
循

環
す

る
社

会
の

創
造

　

○
学
校

、
家

庭
、

地
域

の
連

携
を

支
援

○
豊

か
な

交
流

、
体

験
活

動
の

推
進

○
家
庭

教
育

の
支

援
○

青
少

年
健

全
育

成
、

健
全

な
社

会
環

境
づ

く
り

子
ど

も
の

未
来

づ
く

り

潤
い
と
感
動
を
も
た
ら
す
文
化
と
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興

　

○
ラ

イ
フ

ス
テ

ー
ジ

に
応

じ
た

ス
ポ

ー
ツ

活
動

の
推

進
○

ス
ポ

ー
ツ

環
境

の
整

備

○
競

技
力

の
向

上
○

ス
ポ

ー
ツ

界
に

お
け

る
好

循
環

の
創

出

○
ス

ポ
ー

ツ
の

多
面

的
な

役
割

活
用

ス
ポ

ー
ツ

の
振

興

　
○

創
作

発
表

活
動

・
鑑

賞
機
会

の
充

実

○
文

化
交

流
の

推
進

○
文

化
芸

術
を

担
う

人
材
の

育
成

文
化

芸
術

の
振

興

　
○

文
化

財
の

保
護

、
継

承

○
文

化
財

の
活

用

文
化

財
の

保
護

・
継

承
・

活
用
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［用語解説］ 

ア行 

医療的ケア 家族や看護師が日常的に行っている経管栄養注入やたんの吸引など

の医療行為のこと。医療的な生活援助行為を、医師による治療行為と

区別するために、介護や教育現場で定着した経緯がある。 

イノベーション 手段や方法等の新しい組合せにより、新しい社会的・経済的価値を生

み出すこと。 

インクルーシブ教育

システム 

人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を

可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを

可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕

組みのこと。障害のある者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」が提供される等が必要とされている。（障

害者の権利に関する条約第 24 条の「inclusive education system」

の署名時仮訳は、「包容する教育制度」） 

院内学級 学校教育法の規定（「疾病により療養中の児童及び生徒に対して、特

別支援学級を設け、または教員を派遣して、教育を行うことができ

る。」）に基づき、市町村教育委員会が設置する特別支援学級で、児童・

生徒が概ね１ヶ月以上の長期にわたり入院する場合に、病院内に設置

する。 

カ行 

学校徴収金 私費会計（県の歳入歳出に含まれない会計で、その会計事務に教職員

が携わる団体会計及び預り金会計）の収入とするため、団体等からの

徴収委任等に基づき学校が保護者から徴収する金銭。  

学校評価 児童生徒がより良い学校生活を送れるように、教職員や学校関係者等

が学校運営について評価し、改善に生かすために行うもの。実施手法

としては、自己評価（すべての学校が取り組む）、学校関係者評価（取

り組むことが望ましい）、第三者評価（必要に応じて取り組む）があ

る。 

基礎的・汎用的能力 分野や職種に限らない社会的・職業的自立に向けた必要な力のこと。

文部科学省・中央教育審議会が提示した。「人間関係形成・社会形成

能力」、「自己理解・自己管理能力」、「課題対応能力」、「キャリアプラ

ンニング能力」の４つからなる。 

キャリア教育 一人ひとりの社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態

度を育むことを通して、キャリア発達を促す教育。 

教育基本法第 17 条

第 2項 

「地方公共団体は前項の計画（←国の教育振興基本計画）を参酌し、

その地域の実情に応じ、当該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定めるよう努めなければならない。」 

「共育」クローバー

プラン 

日々の暮らしの中で自分のあり方を見つめ、人とのかかわりの中で自

分の持ち味を発揮していけるよう「本を読む、汗を流す、あいさつ・

声がけをする、スイッチを切る」というような「不易」な実践を位置

付けたもの。子どもたちも、教員も親も、長野県の全ての人々が共に

学び共に育つことを願い、平成 14 年 4 月から実践している。 

共通アセスメント 発達障害の特性を客観的に捉えるための家族・当事者への質問紙や、

専門家による検査のこと。現時点では、発達障害の可能性に早期に気

づく M-chat（乳幼児自閉症チェックリスト）、どの領域に得意、苦手

分野があるか把握するためのウェクスラー系検査（WISC、WAIS 等）を

普及することとしている。 
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「こどもエコクラ

ブ」 

子どもたちが地域において主体的に環境学習や環境保全活動に取り

組み、将来にわたる環境保全に対する高い意識の形成を支援するため

に、環境省が参加を呼びかけている環境活動クラブのこと。 

コミュニティ・スク

ール 

教育委員会から任命された保護者や地域住民等が、一定の権限と責任

を持って、学校運営の基本方針の承認や、教育活動についての意見陳

述等を行う「学校運営協議会」が設置された学校のこと。 

サ行 

「産業社会と人間」 総合学科において入学年次に全員が履修するキャリア教育の科目。自

己啓発的な体験学習や調査、研究、討論などを通して、職業選択を視

野に入れた自己の生き方、進路への自覚を深める。 

市町村プラットフォ

ーム 

市町村キャリア教育支援協議会を中心とし、家庭・地域の教育力を積

極的に活用した、学校のキャリア教育を支援する仕組のこと。 

就業体験活動 高校生が将来の仕事等について考える一環として、企業や施設・農家

等を自ら選んで仕事を体験する①「就業体験」のほか、②企業を訪問

し、社員との交流や話合いを通して、働くことや進路について考える機

会とする「企業訪問」、③オープンキャンパスや大学訪問の際に、ある程

度まとまった時間をとり、教官や学生との交流や話合いを通して、働く

ことや進路について考える機会とする「大学インターンシップ」 等を

含めた活動のこと。 

「授業がもっと良く

なる３観点」 

県内の学校で授業の質的向上のために取り組んでいる３つの観点の

こと。①「ねらい」を明確にした導入、②「めりはり」のある追究、

③「見とどけ」によるねらい達成の確認。 

情報モラル教育 情報に係る倫理的態度、情報に対して安全に向き合える能力、情報社

会で適正な活動をするための正しい判断力及び実践力の育成する教

育。 

初発型非行 少年非行のうち、犯行が容易で、比較的動機が単純なもの。本格的な

非行へ移行しやすいとされる。警察の統計上は、万引き、オートバイ

盗、自転車盗、占有離脱物横領をさすが、長野県ではここ 10 年間、

刑法犯少年総数の６～８割を占めている。 

「信州サイエンスキ

ャンプ」 

県内高等学校の理数教育の質の向上と将来の科学技術立国を担う人

材することを目的とした高大連携による事業のこと。科学の甲子園長

野県予選、課題研究合同研修会、信州サイエンスミーティング等を実

施。 

「信州"Basic"(ﾍﾞｰｼ

ｯｸ)」 

学び合える雰囲気の学級づくりやめりはりのある授業など長野県教

育が重視してきた授業づくり、教員が心がけるポイントを整理したオ

リジナルの指導資料。 

スクールカウンセラ

ー 

学校内における教育相談体制の充実のために、県内の公立学校に配置

または派遣する心の専門家（臨床心理士等）。児童生徒や保護者の悩

みに対してカウンセリングや相談を行ったり、教師への助言等を行っ

たりする。また、東日本大震災により被災した児童生徒等の心のケア

等も行っている。 

スクールソーシャル

ワーカー 

様々な課題を抱えている児童生徒に対して、背景にある家庭や社会的

要因をふまえ、社会福祉等の関係機関との調整を行いながら、児童生

徒を取り巻く環境の改善を図る専門家（社会福祉士、精神保健福祉

士）。 
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ＳＷＡＮプロジェク

ト 

ＳＷＡＮプロジェクト Superb Winter Athlete Nagano プロジェク

ト。国のスポーツ基本計画及び長野県スポーツ推進計画に沿った競技

力向上の視点に立ち、1998 年開催の長野冬季オリンピックの遺産であ

る人的・物的・環境資源を最大限に活用しながら、子どもたちに世界

で活躍する競技者となる「夢とチャンス」を与えることを目的とした

プロジェクト。ＪＯＣ（日本オリンピック委員会）、ＪＩＳＳ（国立

スポーツ科学センター）等と連携を図りながら、世界に挑戦する競技

者育成に必要なプログラムを提供し、スキー、スケート、カーリング、

ボブスレー、リュージュ、スケルトン競技において、日本を代表し、

世界で活躍する冬季オリンピックメダリストを見出し、育成すること

を目指す。2009 年より１期生の育成を始める。 

セルフケア、ライン

ケア、スタッフケア、

専門家ケア 

メンタルヘルスにおける自分自身で行う対策、上司や管理者が行う対

策、職場内の医療・保健等関係スタッフによる対策、職場外の専門家

（医療機関・相談機関）に依頼して行う対策のこと。４つのメンタル

ヘルスケアが継続的かつ計画的に、研修・情報提供等を行っている。 

専門高校 職業学科や英語科等の専門的な学習を行う学校のこと。 

総合型地域スポーツ

クラブ 

「誰でも」「いつでも」｢世代をこえて｣「好きなレベルで」｢いろいろ

なスポーツ｣を楽しむことのできる地域住民が主体的に運営する総合

的なスポーツクラブのこと。 

タ行 

「確かな暮らしが営

まれる美しい信州」 

「長野県総合５か年計画（仮称）」が掲げる、県民みんなで県づくり

に取り組むための基本目標。 

同僚性 同僚が互いに支え合い、成長し、高め合っていく協働関係。 

特別支援学校分教室 特別支援学校の過大化解消、地域化推進に向け、本校から離れて、学

校等の空き教室、空き施設を利用して設置した教室のこと。 

ナ行 

長野県版運動プログ

ラム 

子どもの運動習慣づくりを通して、体力・運動能力の向上を計るとと

もに、コミュニケーション能力等社会性の発達を促し、生涯にわたっ

て心身ともに健康な生活を送る基盤を培うことを目的に作成された

幼児期から中学生期までの一貫した長野県オリジナルの運動プログ

ラム。 

長野県幼児教育振興

プログラム 

「0歳からの信州子育ちのために」と題して、「幼児の望ましい発達」、

「幼保小連携」、「地域で子どもを育てる環境」を柱とした幼児教育振

興に向けての総合的な実施計画（平成 17 年３月作成）。 

ニュースポーツ 年齢や性別、技術、体力、ハンディキャップの有無にかかわらず、誰

もが手軽に楽しむことができる比較的新しいスポーツで、新しく我が

国で考案されたり、諸外国から導入されたりしているスポーツの総

称。マレットゴルフ、ゲートボール、ペタンク、インディアカ、カロ

ーリング、フロアホッケーなどがある。 

人間力 社会を構成し運営するとともに、自立した一人の人間として力強く生

きていくための総合的な力（平成 15 年 4 月内閣府人間力戦略研究会

報告書における定義） 

ハ行 

ＰＤＣＡ（計画・実

行・検証・改善）サ

イクル 

学力向上の取組の改善と充実を図るサイクルのこと。計画（plan）、

授業改善を実行（do）、授業改善を評価（check）、更なる改善（action）

の頭文字をとったもの。 

副次的学籍 特別支援学校に在籍する児童生徒が居住地の小・中学校において交流

及び共同学習を組織的、計画的に推進できるよう、居住地の小・中学

校にも学籍を置く取組。 
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放課後子どもクラブ 放課後や学校休業日等に共働き家庭など留守家庭の小学生等に対し

て、健全育成を図るために安全で安心な遊び及び生活の場を提供する

取組のこと。 

放課後子ども教室 放課後や週末等に小学校の余裕教室等を活用して、子どもたちの安

全・安心な活動拠点（居場所）を設け、地域の方々の参画を得て、子

どもたちとともに勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動

等を行う取組のこと。 

マ行 

みどりの少年団 次代を担う少年少女がみどりに関する様々な取組を通じ、みどりに対

する理解を深め、様々な活動を実践できる人となるよう育成するため

の組織で主に小中学生で構成されている。 

メディアリテラシー 情報活用能力のこと。情報を読み解き、適切に活用できる力であり、

①情報活用の実践力 ②情報の科学的理解 ③情報社会に参画する

態度の三観点からなる。情報モラルは、前記の③に含まれる。 

木育 森林や木材利用に関する様々な知識を身につける学習活動等を通じ

て、森林や木と人との関わりの大切さを主体的に考えられる豊かな心

を育むこと。 

ラ行 

レファレンス機能 図書館の職員が、情報を求めている利用者に対して、必要な資料や情

報などを的確に案内すること。 
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