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〇これまでの社会教育に関する議論について
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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（平成30年12月21日中央教育審議会答申）

○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、地方財政の悪化等の多様化し複雑化する課題と社会変化に対応す
るためにも、今後の我が国にとって 「『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」が一層重要

〇地域における新時代の社会教育の方向性として「開かれ、つながる社会教育」を提示し、住民の主体的な参加のためのきっかけづくり、ネットワ
ーク型行政の実質化、地域の学びと活動を活性化する人材の活躍の３つの観点が必要

〇社会教育施設には学習と活動の拠点としてのみならず、住民主体の地域づくり、持続可能な共生社会の構築に向けた取組の拠点としての役割
も求められる

○地方公共団体からの意見も踏まえ、地方公共団体の長が公立社会教育施設を所管できることとする特例について、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

第11期中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理
～全ての人のウェルビーイングを実現する、共に学び支えあう生涯学習・社会教育に向けて～（令和４年８月）

○一人として取り残すことのない社会的包摂の実現や、誰もがデジタル化の恩恵を受けられるような社会の実現が大きな課題

○生涯学習・社会教育に関わる多種多様な関係機関・関係者が、あらゆる人の身近に学びの機会がある社会の重要性についての共通認識を持
ち、生涯学習・社会教育の振興に係る取組を積み重ね、多様なニーズを持つそれぞれの人の学習機会を保障し、学習の当事者としての個人の
自主的・積極的な学びを支えることで、個人や集団、ひいては地域コミュニティにおけるウェルビーイングを高める

○住民自治を支える社会教育は、持続的な地域コミュニティを形成する、社会全体の基盤

社会教育についてのこれまでの議論について①
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今後の生涯学習・社会教育の振興方策（重点事項・具体策）について
（令和５年３月８日第134回中央教育審議会総会 文部科学省報告資料）

〇一人一人の生活と地域づくりを支える「学びと実践」の機会と場を提供する「地域の学びと実践プラットフォーム」を打ち出し、「地域の学びと実践
プラットフォーム」としての役割を、社会教育人材・社会教育施設が連携して担う

〇社会教育人材に関する事項について、中央教育審議会生涯学習分科会において継続して専門的に議論・検討



社会教育人材の養成及び活躍促進の在り方について(最終まとめ)（令和６年６月 社会教育人材部会）

○社会教育の裾野が拡大する中、地域コミュニティにおける学びを基盤とした社会教育活動をオーガナイズできる社会教育人材が果たす役割は大きく、質的な向上・量的な
拡大が重要

○社会教育主事、社会教育士の役割はそれぞれ「地域全体の学びのオーガナイザー」、「各分野の専門性を様々な場に活かす学びのオーガナイザー」
○地域の実情を踏まえつつも、講習・養成課程の修了（社会教育士の称号取得）は、あくまで社会教育人材のエントリー条件であり、その後の段階的な人材養成を経て、社

会教育主事として任用していくことが望ましい方向性の一つであること、また任用後も実務経験や研修等によって必要な知見を適切に補完し、総合的な資質の向上を図る
ことが期待されること

○社会教育人材の裾野の拡大に伴う量的拡大・質的向上に向けた対応方策
○社会教育人材の活躍促進に向けた対応方策（社会教育人材のネットワーク化等）
○社会教育主事と社会教育士の関係や位置付け、それらを踏まえた社会教育人材の養成の在り方や活躍方策については、様々な観点から議論を継続していくことを期待

第 12 期中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理（令和６年６月）

〇リカレント教育：多忙な社会人にも情報をわかりやすく提供することや、学び直しのための費用、時間、社会的評価等の課題の解決が必要であり、高等教育機関では地域
社会の知の基盤として地方公共団体や地元企業などと連携し、企業等からの人的成長投資ニーズをとらえた魅力的な教育プログラムを開発するとともに、社会人が学び
やすい教育環境を整備することで、学びの成果が適切に評価され、個人のキャリアアップが促進される「学びと成長のエコシステム」の構築を図るなど、地域の人材拠点と
なることが必要。

○障害者の生涯学習：多様な主体が連携し、人生のあらゆる段階における多様な学びづくり、特に、学校に通う段階を終えて社会への本格的な参画へ移行する段階で困難
に直面することが多いため、学校段階から生涯学習への意欲の向上、社会教育その他、様々な学習機会に関する情報提供が必要

○外国人の日本語教育：我が国に在留する外国人が急激に増加しており、地域社会の国際化が進む中で、共生社会を構築し、地域社会のコミュニティをより緊密で強固なも
のとするため、日本語学習・文化理解とともに多文化共生の考え方を育むこと等は重要

○社会教育人材：学びを基盤とした社会教育活動をオーガナイズできる社会教育人材の質的な向上・量的な拡大を図るため、 社会教育人材の養成、活躍促進に係る方策
等に取り組む

〇社会教育を必要とする社会情勢は、社会教育法が制定された昭和24年から大きく様変わりし、新たな在り方を展望し、社会教育が果たすべき役割、若者を含めた担い手
である人材の養成やその活躍の在り方、国としての推進方策等についてさらなる検討が進むことを期待

社会教育についてのこれまでの議論について②
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第４期教育振興基本計画（令和５年６月16日閣議決定）

○「2040年以降の社会を見据えた持続可能な社会の創り手の育成」、「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」の２つがコンセプト

○基本的な方針３：地域や家庭で共に学び支え合う社会の実現に向けた教育の推進

・地域において人々の関係を共感的・協調的なものとするためには、社会教育による「学び」を通じて人々の「つながり」や「かかわり」を作り出し、協力し合える関係としての

土壌を耕しておくことが求められ、こうして形成された地域の人々の関係は持続的な地域コミュニティの基盤となり、ひいては社会全体の基盤となる

・コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進など、社会教育の充実による地域の教育力の向上や地域コミュニティの基盤強化

・公民館等の社会教育施設の機能強化、社会教育人材の養成と活躍機会の拡充

・国や地方公共団体において、障害者の生涯学習の推進を生涯学習・社会教育推進施策として明確に位置付けるとともに、その担い手の人材育成・確保や理解促進のため

の取組を促進



【社会の現状や変化】
・新型コロナウイルス感染症の拡⼤ ・ロシアのウクライナ侵略による国際情勢の不安定化 ・VUCAの時代（変動性、不確実性、複雑性、曖昧性） ・少⼦化・⼈⼝減少や⾼齢化
・グローバル化・地球規模課題 ・DXの進展、AI・ロボット・グリーン（脱炭素） ・共⽣社会・社会的包摂 ・精神的豊かさの重視（ウェルビーイング） ・18歳成年・こども基本法 等

教育の普遍的な使命︓学制150年、教育基本法の理念・⽬的・⽬標（不易）の実現のための、社会や時代の変化への対応（流⾏）
教育振興基本計画は予測困難な時代における教育の⽅向性を⽰す羅針盤となるものであり、教育は社会を牽引する駆動⼒の中核を担う営み

今後の教育政策に関する基本的な⽅針

・（初等中等教育）国際的に⾼い学⼒⽔準の維持、GIGAスクール構想、教職員定数改善
・（⾼等教育）教学マネジメントや質保証システムの確⽴、連携・統合のための体制整備
・（学校段階横断）教育費負担軽減による進学率向上、教育研究環境整備や耐震化 等

第3期計画期間中の成果
・コロナ禍でのグローバルな交流や体験活動の停滞 ・不登校・いじめ重⼤事態等の増加
・学校の⻑時間勤務や教師不⾜ ・地域の教育⼒の低下、家庭を取り巻く環境の変化
・⾼度専⾨⼈材の不⾜や労働⽣産性の低迷 ・博⼠課程進学率の低さ 等

第3期計画期間中の課題

第４期教育振興基本計画 【概要】 （令和５年度〜９年度）
我が国の教育をめぐる現状・課題・展望

2040年以降の社会を⾒据えた持続可能な社会の創り⼿の育成 ⽇本社会に根差したウェルビーイング（※）の向上

②誰⼀⼈取り残されず、全ての⼈の可能性を引き出す
共⽣社会の実現に向けた教育の推進 ③地域や家庭で共に学び⽀え合う社会

の実現に向けた教育の推進

④教育デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進

⑤計画の実効性確保のための基盤整備・対話

①グローバル化する社会の持続的な
発展に向けて学び続ける⼈材の育成

・将来の予測が困難な時代において、未来に向けて⾃らが社会の創り⼿となり、
課題解決などを通じて、持続可能な社会を維持・発展させていく
・社会課題の解決を、経済成⻑と結び付けてイノベーションにつなげる取組や、⼀⼈
⼀⼈の⽣産性向上等による、活⼒ある社会の実現に向けて「⼈への投資」が必要
・Society5.0で活躍する、主体性、リーダーシップ、創造⼒、課題発⾒・解決⼒、
論理的思考⼒、表現⼒、チームワークなどを備えた⼈材の育成

・多様な個⼈それぞれが幸せや⽣きがいを感じるとともに、地域や社会が幸
せや豊かさを感じられるものとなるための教育の在り⽅

・幸福感、学校や地域でのつながり、利他性、協働性、⾃⼰肯定感、⾃⼰実
現等が含まれ、協調的幸福と獲得的幸福のバランスを重視

・⽇本発の調和と協調（Balance and Harmony）に基づくウェルビーイン
グを発信

・⼦供が抱える困難が多様化・複雑化する中で、 個別最適・
協働的学びの⼀体的充実やインクルーシブ教育システムの推
進による多様な教育ニーズへの対応

・⽀援を必要とする⼦供の⻑所・強みに着⽬する視点の重視、
地域社会の国際化への対応、多様性、公平・公正、包摂性
（DE&I）ある共⽣社会の実現に向けた教育を推進

・ICT等の活⽤による学び・交流機会、アクセシビリティの向上

・持続的な地域コミュニティの基盤形成に向けて、公⺠
館等の社会教育施設の機能強化や社会教育⼈材の
養成と活躍機会の拡充

・コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の⼀体的推進、
家庭教育⽀援の充実による学校・家庭・地域の連携強化

・⽣涯学習を通じた⾃⼰実現、地域や社会への貢献等に
より、当事者として地域社会の担い⼿となる

教育データの標準化、基盤的ツール
の開発・活⽤、教育データの分析・
利活⽤の推進

DXに⾄る３段階（電⼦化→最適化→新たな価
値(DX)）において、第３段階を⾒据えた、第１段
階から第２段階への移⾏の着実な推進

GIGAスクール構想、情報活⽤能⼒の育成、
校務DXを通じた働き⽅改⾰、教師のICT活⽤
指導⼒の向上等、 DX⼈材の育成等を推進

デジタルの活⽤と併せてリアル
（対⾯）活動も不可⽋、学習
場⾯等に応じた最適な組合せ

学校における働き⽅改⾰、処遇改善、指導・運営体制の充実の⼀
体的推進、ICT環境の整備、 経済状況等によらない学び確保

各関係団体・関係者（⼦供を含む）との対話を
通じた計画の策定等

NPO・企業等多様な担い⼿との連携・協働、安全・安⼼で質
の⾼い教育研究環境等の整備、児童⽣徒等の安全確保

※⾝体的・精神的・社会的に良い状態にあること。短期的な幸福のみならず、⽣きがいや⼈⽣
の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念。

計画のコンセプト

⼈⽣100年時代に複線化する⽣涯にわたって学び続ける学習者

・主体的に社会の形成に参画、持続的社会の発展に寄与
・「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善、⼤
学教育の質保証
・探究・STEAM教育、⽂理横断・⽂理融合教育等を推進
・グローバル化の中で留学等国際交流や⼤学等国際化、外
国語教育の充実、SDGsの実現に貢献するESD等を推進

・リカレント教育を通じた⾼度⼈材育成
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①教育費負担軽減の着実な実施及び更なる推進
・幼児教育・保育の無償化、⾼等学校等就学⽀援⾦による授業料⽀援、⾼等
教育の修学⽀援新制度等による教育費負担軽減を着実に実施
・⾼等教育の給付型奨学⾦等の多⼦世帯や理⼯農系の学⽣等の中間層への
拡⼤ 等

今後５年間の教育政策の⽬標と基本施策
指標（例）基本施策（例）教育政策の⽬標

・OECDのPISAにおける世界トップレベル⽔準の維持・到達
・授業の内容がよく分かる、勉強は好きと思う児童⽣徒の割合
・将来の夢や⽬標を持っている児童⽣徒の割合
・⾼校⽣・⼤学⽣の授業外学修時間
・PBL（課題解決型学習）を⾏う⼤学等の割合
・職業実践⼒育成プログラム（BP）の認定課程数

○個別最適な学びと協働的な学びの⼀体的充実
○新しい時代に求められる資質・能⼒を育む学習指導要領の実施
○幼児教育の質の向上 ○⾼等学校教育改⾰ ○⼤学⼊学者選抜改⾰
○学修者本位の教育の推進 ○⽂理横断・⽂理融合教育の推進
○キャリア教育・職業教育の推進 ○学校段階間・学校と社会の接続の推進

１．確かな学⼒の育成、
幅広い知識と教養・専⾨
的能⼒・職業実践⼒の
育成

・⾃分にはよいところがあると思う児童⽣徒の割合
・⼈が困っている時は進んで助けていると考える児童⽣徒の割合
・⾃然体験活動に関する⾏事に参加した⻘少年の割合

○道徳教育の推進 ○発達⽀持的⽣徒指導の推進 ○いじめ等への対応、⼈権教育
○児童⽣徒の⾃殺対策の推進 ○体験・交流活動の充実 ○読書活動の充実
○伝統や⽂化等に関する教育の推進 ○⽂化芸術による⼦供の豊かな⼼の推進

２．豊かな⼼の育成

・朝⾷を⽋⾷する児童⽣徒の割合
・１週間の総運動時間が６０分未満の児童⽣徒の割合
・卒業後にもスポーツをしたいと思う児童⽣徒の割合

○学校保健、学校給⾷・⾷育の充実 ○⽣活習慣の確⽴、学校体育の充実・⾼度化
○運動部活動改⾰の推進と⾝近な地域における⼦供のスポーツ環境の整備充実
○アスリートの発掘・育成⽀援

３．健やかな体の育成、
スポーツを通じた豊かな
⼼⾝の育成

・⽇本⼈学⽣派遣50万⼈、外国⼈留学⽣受⼊れ40万⼈（2033まで）
・英語⼒について、中・⾼卒業段階で⼀定⽔準を達成した割合

○⽇本⼈学⽣・⽣徒の海外留学の推進 ○外国⼈留学⽣の受⼊れの推進
○⾼等学校・⾼等専⾨学校・⼤学等の国際化 ○外国語教育の充実

４．グローバル社会におけ
る⼈材育成

・修⼠⼊学者数に対する博⼠⼊学者数の割合
・⾃然科学（理系）分野を専攻する学⽣の割合
・⼤学等における起業家教育の受講者数

○探究・STEAM教育の充実 ○⼤学院教育改⾰ ○⾼等専⾨学校の⾼度化
○理⼯系分野をはじめとした⼈材育成及び⼥性の活躍推進
○起業家教育（アントレプレナーシップ教育）の推進 ○⼤学の共創拠点化

５．イノベーションを担う⼈
材育成

・地域や社会をよくするために何かしてみたいと思う児童⽣徒の割合
・学級⽣活をよりよくするために学級会で話し合い、互いの意⾒のよさ
を⽣かして解決⽅法を決めていると答える児童⽣徒の割合

○⼦供の意⾒表明 ○主権者教育の推進 ○消費者教育の推進
○持続可能な開発のための教育（ESD）の推進 ○男⼥共同参画の推進
○環境教育の推進 ○災害復興教育の推進

６．主体的に社会の形成
に参画する態度の育成・
規範意識の醸成

今後の教育政策の遂⾏に当たっての評価・投資等の在り⽅

「⼈への投資」は成⻑の源泉であり、成⻑と分配の好循環を⽣み出すため、教育への効果的投資を図る必要。未来への投資としての教育投資を社会全体で確保。
公教育の再⽣は少⼦化対策と経済成⻑実現にとっても重要であり、取組を推進する。

②各教育段階における教育の質の向上に向けた環境整備
・GIGAスクール構想の推進、学校における働き⽅改⾰、処遇改善、指導・運営体制の充実、教師
の育成⽀援の⼀体的推進
・国⽴⼤学法⼈運営費交付⾦・私学助成の適切な措置、成⻑分野への転換⽀援の基⾦創設
・リカレント教育の環境整備、学校施設・⼤学キャンパスの教育研究環境向上と⽼朽化対策 等

OECD諸国など諸外国における公財政⽀出など教育投資の状況を参考とし、必要な予算について財源を措置し、真に必要な教育投資を確保

・客観的な根拠を重視した教育政策のPDCAサイクルの推進
・調査結果（定量・定性調査）に基づく多様な関係者の対話を通じた政策・実践の改善

教育政策の持続的改善のための評価・指標の在り⽅

教育投資の在り⽅

・データ等を分析し、企画⽴案等を⾏うことのできる⾏政職員の育成
・教育データ（ビッグデータ）の分析に基づいた政策の評価・改善の促進
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指標（例）基本施策（例）教育政策の⽬標
・個別の指導計画・個別の教育⽀援計画の作成状況
・学校内外で相談・指導等を受けていない不登校児童⽣徒数の割
合
・不登校特例校の設置数
・夜間中学の設置数
・⽇本語指導が必要な児童⽣徒で指導を受けている者の割合
・在留外国⼈数に占める⽇本語教育機関等の⽇本語学習者割合

○特別⽀援教育の推進 ○不登校児童⽣徒への⽀援の推進 ○ヤングケアラーの⽀援
○⼦供の貧困対策 ○海外で学ぶ⽇本⼈・⽇本で学ぶ外国⼈等への教育の推進
○特異な才能のある児童⽣徒に対する指導・⽀援 ○⼤学等における学⽣⽀援
○夜間中学の設置・充実 ○⾼校定時制・通信制課程の質の確保・向上
○⾼等専修学校の教育の推進 ○⽇本語教育の充実 ○障害者の⽣涯学習の推進

７．多様な教育ニーズへの
対応と社会的包摂

・この１年くらいの間に⽣涯学習をしたことがある者の割合
・この１年くらいの間の学修を通じて得た成果を仕事や就職の上で
⽣かしている等と回答した者の割合
・国⺠の鑑賞、鑑賞以外の⽂化芸術活動への参加割合

○⼤学等と産業界の連携等によるリカレント教育の充実 ○働きながら学べる環境整備
○リカレント教育のための経済⽀援・情報提供 ○現代的・社会的課題に対応した学習
○⼥性活躍に向けたリカレント教育の推進 ○⾼齢者の⽣涯学習の推進
○リカレント教育の成果の適切な評価・活⽤ ○⽣涯を通じた⽂化芸術活動の推進

８．⽣涯学び、活躍できる
環境整備

・コミュニティ・スクールを導⼊している公⽴学校数
・学校に対する保護者や地域の理解が深まったと認識する学校割合
・コミュニティ・スクールや地域学校協働活動の住⺠等参画状況

○コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の⼀体的推進 ○家庭教育⽀援の充実
○部活動の地域連携や地域クラブ活動への移⾏に向けた環境の⼀体的な整備

９．学校・家庭・地域の連
携・協働の推進による地域
の教育⼒の向上

・知識・経験等を地域や社会での活動に⽣かしている者の割合
・社会教育⼠の称号付与数
・公⺠館等における社会教育主事有資格者数

○社会教育施設の機能強化 ○社会教育⼈材の養成・活躍機会拡充
○地域課題の解決に向けた関係施設・施策との連携

１０．地域コミュニティの基
盤を⽀える社会教育の推
進

・児童⽣徒の情報活⽤能⼒（情報活⽤能⼒調査能⼒値）
・教師のICT活⽤指導⼒ ・ICT機器を活⽤した授業頻度
・数理・データサイエンス・AI教育プログラム受講対象学⽣数

○１⼈１台端末の活⽤ ○児童⽣徒の情報活⽤能⼒の育成
○教師の指導⼒向上 ○校務DXの推進
○教育データの標準化 ○教育データ分析・利活⽤
○デジタル⼈材育成の推進（⾼等教育） ○社会教育分野のデジタル活⽤推進

１１．教育DXの推進・デジ
タル⼈材の育成

・教師の在校等時間の短縮 ・特別免許状の授与件数
・教員採⽤選考試験における優れた⼈材確保のための取組状況
・児童⽣徒１⼈１台端末の整備状況 ・ICT⽀援員の配置⼈数
・⼤学における外部資⾦獲得状況 ・⼤学間連携に取り組む⼤学
数

○学校における働き⽅改⾰、処遇改善、指導・運営体制の充実の⼀体的推進
○教師の養成・採⽤・研修の⼀体的改⾰ ○ICT環境の充実
○地⽅教育⾏政の充実
○教育研究の質向上に向けた基盤の確⽴（⾼等教育段階）

１２．指導体制・ICT環境
の整備、教育研究基盤の
強化

・住⺠税⾮課税世帯等の⼦供の⼤学等進学率
・経済的理由による⾼等学校・⼤学等の中退者数・割合
・⾼等学校の学びの質向上のための遠隔教育における実施科⽬数

○教育費負担の軽減に向けた経済的⽀援
○へき地や過疎地域等における学びの⽀援 ○災害時における学びの⽀援

１３．経済的状況、地理
的条件によらない質の⾼い
学びの確保

・職場⾒学・職業体験・就業体験活動の実施の割合
・都道府県等の教育⾏政に係る法務相談体制の整備状況

○NPOとの連携 ○企業との連携 ○スポーツ・⽂化芸術団体との連携
○医療・保健機関との連携 ○福祉機関との連携 ○警察・司法との連携
○関係省庁との連携

１４．NPO・企業・地域団
体等との連携・協働

・公⽴⼩中学校や国⽴⼤学等の施設の⽼朽化対策実施率
・私⽴学校施設の耐震化率
・学校管理下における障害や重度の負傷を伴う事故等の件数

○学校施設の整備 ○学校における教材等の充実
○私⽴学校の教育研究基盤の整備 ○⽂教施設の官⺠連携
○学校安全の推進

１５．安全・安⼼で質の⾼
い教育研究環境の整備、
児童⽣徒等の安全確保

・国・地⽅公共団体の教育振興基本計画策定における各ステーク
ホルダー（⼦供含む）の意⾒の聴取・反映の状況の改善

○各ステークホルダー（⼦供含む）からの意⾒聴取・対話１６．各ステークホルダーと
の対話を通じた計画策定・
フォローアップ 7



〇社会教育の裾野が拡⼤する中、社会教育⼠をはじめとする地域の社会教育⼈材が、各分野の専⾨性と相互のつながりを活かして活躍できるよう、 社会教育主事が、地域における社会
教育全体を俯瞰し、地域の社会教育⼈材ネットワークを構築・活性化する役割を担うことが重要に

⇒各教育委員会における社会教育主事の配置により、地域における社会教育やその関連分野の実践をつなげ、各取組の充実に相乗効果が⽣まれるような体制の整備が望まれる

社会教育⼈材の養成及び活躍促進の在り⽅について（最終まとめ）概要（令和６年６⽉中央教育審議会⽣涯学習分科会社会教育⼈材部会）

○学校教育と社会教育との連携による地域のつながりづくりや次世代育成の進展、福祉・防災・農⼭漁村振興等の分野における地域コミュニティ関連施策の社会教育との連携の重要性増⼤
○社会教育の担い⼿は、社会教育施設、社会教育関係団体やNPOにとどまらず、⾸⻑部局や⺠間企業に広がるなど、多様化
⇒ 社会教育の裾野が拡⼤する中、地域コミュニティにおける学びを基盤とした社会教育活動をオーガナイズできる社会教育⼈材が果たす役割は⼤きく、質的な向上・量的な拡⼤が重要

○社会教育が地域コミュニティを⽀える社会基盤としての役割を果たすには、教育委員会事務局や社会教育施設はもとより、環境、福祉・防災・農⼭漁村振興・まちづくり等、⾸⻑部局だけ
ではなく、NPO等の多様な主体が担う幅広い領域において活躍する⼈材が、社会教育の実践的な能⼒を⾝に付け、それらを⽣かして社会課題の解決に向けた⾃律的・持続的な活動を
組織・展開できるようにしていくことが重要 ⇒幅広い⼈材にとって受講しやすい社会教育主事講習・社会教育主事養成課程の実現が極めて重要

現場レベルの活動において、各分野の専⾨性と社会教育の知⾒を活かしな
がら、それぞれの分野の活動を活性化させたり、その意義を深めたりする

学校教育（⾏政）をはじめ、⾸⻑部局が担う環境、福祉、防災、農⼭漁村振興、まちづくり等と社会教育（⾏政）
をつなぐこと等により、社会教育⾏政及び実践の取組全体を牽引し、地域全体の社会教育振興の中核を担う

（３）社会教育⼈材の確保の必要性

○社会教育主事講習・社会教育主事養成課程の修了は、社会教育⼈材のエントリー条件であり、ここでは、社会教育に関する基本的な理解も含め、様々な実務経験を積むに当たって
重要となる基本的な能⼒・知⾒等を⾝に付けることに⽐重を置くことを基本とすることが適当

○社会教育主事については、地域の実情を踏まえつつ、講習・養成課程修了後の実務経験や研修等による段階的な⼈材養成を経て任⽤することが望ましい⽅向性の⼀つ
〇講習・養成課程は、社会教育主事となる者が基本的な能⼒・知⾒等を⾝に付けるものであるとともに、地域の多様な活動における活躍が期待される社会教育⼠を輩出するものであること

から、地域や受講者の様々なニーズに応じられるよう、各教育機関の創意・⼯夫により、特⾊ある多様な内容が提供されることが望ましい
〇講習・養成課程の修了後においても、多様な研修機会等の確保や社会教育⼈材ネットワークの活⽤を通じて社会教育⼈材の資質の向上を図り、その活躍を促進していくことが必要

（２）社会教育主事・社会教育⼠の役割・期待

社会教育⼈材をハブにした⼈づくり、つながりづくり、地域づくりの実現

社会教育主事 社会教育⼠

（２）社会教育⼈材の養成の在り⽅

２．社会教育⼈材の養成について

１．社会教育⼈材を取り巻く状況と社会教育⼈材が果たす役割への期待

（１）社会教育の裾野の拡⼤

「地域全体の学びのオーガナイザー」

（１）社会教育⼈材に求められる能⼒・知⾒

〇全ての社会教育⼈材に必要な知識として、社会教育とは何かという基本的理解を深める内容に加え、地域における学びと実践活動の循環を、効果的に進めるために必要なコーディネー
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、様々な活動において汎⽤的に活⽤し得る能⼒の習得が求められる

〇関係⾏政機関やNPO、企業等の多様な主体との連携・協働が想定され得るため、社会教育⾏政に関する⼀定程度の基本的な知識を含め、関係⾏政機関や多様な主体と連携・協働
を図りながら学習成果を地域課題解決等につなげていくための知識や技能の習得を図ることが必要

「各分野の専⾨性を様々な場に活かす学びのオーガナイザー」
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社会教育主事講習の定員拡⼤ 受講希望者の増加により、定員超過が継続⇒社会教育⼈材の量的拡⼤を図るためには、社会教育主事講習の定員の拡⼤が急務

講習の受講資格の明確化 国は社会教育関係団体や地域学校協働活動等の⼀定の活動経験、海外⼤学卒を講習の受講資格要件に参⼊できる旨を通知等で明確化

社会教育に関する⺠間資格等取得者の⼀部科⽬代替 国は、資格の内容等に応じて講習受講科⽬の⼀部を免除できるよう、科⽬代替を認める基準の検討を進める必要

多様で特⾊ある受講形態の促進等による受講者の選択肢の拡⼤
【受講形態の多様化】 オンライン・オンデマンドを含め、できる限り受講者のニーズに応じられるように多様な受講形態で講習が提供されることが望まれる
【柔軟な履修⽅法による選択肢の拡⼤】
・複数機関によるカリキュラムの策定により講習内容の維持・充実を図る ・現⾏でも可能な分割履修の円滑な実施に向け、国は受講記録の保存期間を５年以上と設定
・各講習実施機関は、提供するカリキュラムのねらい、教育内容、学修⽅法、特⾊等の分かりやすい発信を通じて魅⼒化を図ることが期待される
【講習科⽬の提供⽅法の弾⼒化】 国は、⼤学等の判断により１から４科⽬の開設を可能とし、国の委託費を活⽤しない講習について、複数年での開講や、受講料の徴収を認める

講習等の質の更なる向上に向けた各機関の取組の共有 国は、講習実施機関を対象とする意⾒交換会を定期的に開催し、講習実施機関間の連携・協⼒を促進

教職課程を含めた他分野専攻の学⽣が履修しやすくなるような取組など、多様な社会教育⼈材の輩出に向けた取組の⼀層の推進を期待養成課程における取組

３．社会教育⼈材の活躍促進に係る具体的な改善⽅策

社会教育⼠の活躍事例の収集やロールモデルの提⽰ 国は、活躍事例の収集・分析、ロールモデルや活躍先の提⽰等により社会教育⼠の活⽤イメージを広く周知する必要

・社会教育⼈材ネットワークは、全国規模、都道府県・市町村等の地域単位、⾃発的な「同窓会型」等、機能毎に複層的に構築することが重要

令和２年度以降の新設２科⽬を受講しやすい環境の整備など、旧制度下の修了者の社会教育⼠の称号取得を促進

講習実施機関が発⾏する修了証書について、社会教育⼠の称号が付与された旨を明確化するとともに、養成課程についても同様の協⼒を求める必要

社会教育⼈材のネットワーク化

旧制度における受講者の社会教育⼠の称号付与の促進

修了証書の在り⽅
・国・地⽅公共団体が⾏う研修のオンデマンド配信等の推進など、社会教育⼈材に広く開かれた継続的な学習機会の確保や研修の充実が重要
・学習の成果や、専⾨性・得意分野を⽰すことにもつながりうるデジタルバッジの活⽤について、具体的な調査検討を進める必要

社会教育主事の配置促進

継続的な学習機会の確保等

４．社会教育⼈材の活躍促進に係る具体的な改善⽅策
・国は、市町村における社会教育主事の配置の好事例等を周知し、社会教育主事の専⾨職としての有⽤性について改めて理解増進を図る必要

社会教育⼠の認知度向上やその有⽤性の周知、活躍場所の拡⼤
・指定管理の社会教育施設が、公募の際に社会教育主事の有資格者がいることを選択的条件等とすることや、社会教育⼠を称する際に⾃らの専⾨性を付記することも有効

（「社会教育⼠（講習）×学校連携」、 「社会教育⼠（養成課程）×まちづくり」など）

・国は、社会教育⼠の称号取得者等の地域学校協働活動推進員等としての登⽤等を促す必要

・全国規模のネットワークは、国が中⼼となり、都道府県・指定都市の社会教育主事が集まる場の充実を図るとともに、持続的なネットワークの確⽴に向けた課題について検討
・地域単位のネットワークは、地⽅公共団体等が⾏う社会教育に関する研修などの機会を活⽤し、社会教育主事が、域内の社会教育⼠に関する情報を把握し、地域の幅広い
社会教育⼈材のつながりの構築に努め、専⾨的・技術的な助⾔と指導による活動⽀援に有⽤な取組として、各地域の実情に応じて運営し、研修や交流を⾏うことが望ましい

・「同窓会型」（同じ講習・養成課程の修了者）のネットワークは、顔の⾒える関係を活かした機動的な交流や、持続可能性の観点から他のネットワークとの連携に期待

・地⽅公共団体における社会教育⼈材の計画的な育成のため、国は任⽤予定者の受講枠の確保、講習の受講促進、定員増加等を進め、社会教育主事の配置を促していく必要

３．社会教育⼈材の養成に係る具体的な改善⽅策

５．おわりに 社会教育主事と社会教育⼠の関係や位置付け、それらを踏まえた社会教育⼈材の養成の在り⽅や活躍⽅策について、様々な観点から議論の継続を期待 9



第11期分科会までの議論を基に、第4期教育振興基本計画（令和5年閣議決定）を踏まえ、
「⽣涯学び続ける社会の実現及びすべての⼈のウェルビーイングを⽬指したリカレント教育」
「すべての⼈のウェルビーイングにつながる地域コミュニティを⽀える社会教育⼈材のあり⽅」 についてとりまとめ。

＜⽣涯学習をめぐる状況と⽬指すべき姿＞
⼈⽣100年時代に、経済的豊かさのみならず精神的な豊か

さから幸福や⽣きがいを捉える「ウェルビーイング」を⽬指し、誰も
が⽣涯を通じて意欲的に楽しく学び続ける社会
＜デジタル社会への対応＞
デジタル化の恩恵を享受し、誰⼀⼈取り残されない社会の実

現、デジタルデバイドの解消
＜社会的包摂への対応＞
社会的に制約のある⽅々の学習ニーズの把握、学びを提供

する役割も担い、地域や社会へも貢献

＜⽣涯学習社会を実現するための社会教育⼈材の在り⽅＞
社会教育の連携分野や担い⼿が多様化する中、社会教育⾏政が

⼈々の学習活動の⽀援を通じて地域コミュニティの基盤を⽀えるうえで、
社会教育⼈材には⼤きな役割が期待
＜⽣涯学習を進める上で、各学校教育段階で⽬指すべきもの＞
【初等中等教育】 学ぶ楽しさを味わいつつ、⾃らの学びに主体的に取り

組む⼒、最適な学習⽅法を選択する⾃⼰調整⼒を育む
【⾼等教育】 ⾃ら課題を設定し、その解決を発⾒できる⾃律性を伸ば

し、学びを活かして社会を牽引できる⼈材を育成
【リカレント教育】 職業経験から導かれた問題意識や仮説を⾃らの意

思で学び、成果を社会に還元するための仕事と学びの好循環

第12期中央教育審議会⽣涯学習分科会における議論の整理（概要）

企業 未来に向けた新たな価値を創造する⼈的成⻑投資を⾏い、キャリアと事業のマッチングを実施。⾼等教育機関等外部機関との協⼒の
下、⽣涯を通じた学習及び成⻑の機会を提供する。また、社員の学び直しの成果に対し、より⼀層⾼い評価と処遇で対応
社会⼈ 新しい分野に挑戦する越境経験や、年齢に応じたキャリアプランの設計、主体的にキャリアを形成・選択することが必要。学びそれ⾃
体は⽬的ではなく⼿段であり、⾃らの成⻑を実感する精神的な豊かさから、幸福や⽣きがいにつなげることが必要
⾼等教育機関 企業ニーズをとらえた魅⼒的な教育プログラムの開発、社会⼈が学びやすい教育環境、企業において適切に評価される「学び
と成⻑のエコシステム」を構築が急務
地域社会の知の基盤として、地⽅公共団体や地元企業などとの連携を強め、地⽅創⽣の拠点、学習者同⼠のコミュニティを創出が必要

⽣涯学習・社会教育をめぐる状況と今後の⽅向性

今期重点的に議論した事項

1.社会⼈のリカレント教育

はじめに

〜全世代の⼀⼈ひとりが主体的に学び続ける⽣涯学習とそれを⽀える社会教育の未来への展開︔リカレント教育の推進と社会教育⼈材の養成・活躍のあり⽅〜
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今後の展望
• 社会教育を必要とする社会情勢は、社会教育法が制定された昭和24年から⼤きく様変わり。
• 社会教育の新たな在り⽅を展望し、社会教育が果たすべき役割、若者を含めた担い⼿である⼈材の養成やその活躍の在り⽅、国と

しての推進⽅策等についてさらなる検討が進むことを期待。

放送⼤学 社会⼈が学び直すための壁となる「時間」や「場所」の課題に対応、様々な困難な状況にある若年者層への⾼等教育のセーフティ
ネットや、誰もが遠隔で質の⾼い⾼等教育にアクセスできる⾼等教育機会の実現が必要
専⾨学校 専⾨職業⼈材を対象とした受講者のスキルをアップデートするリカレント教育プログラムの開発、専⾨学校における⾼等教育機関と
しての位置づけの明確化等の制度整備を受け、学修継続の機会確保、社会的評価の向上への対応が必要
学習歴のデジタル化 スキルの可視化や⼈材流動性向上等のため、 NQFの検討や学校段階での修了証明のデジタル化などの取組が有効

多様な主体が連携し、⼈⽣のあらゆる段階における多様な学びづくり、特に、学校に通う段階を終えて社会への本格的な参画へ移⾏する段
階で困難に直⾯することが多いため、学校段階から⽣涯学習への意欲の向上、社会教育その他、様々な学習機会に関する情報提供が必要
⼤学での履修証明プログラムを活⽤した学び、公⺠館・図書館・博物館、放送⼤学等、多様な主体が連携したライフワイドの視点での⽣涯学

習機会の提供が必要

我が国に在留する外国⼈が急激に増加しており、地域社会の国際化が進む中で、共⽣社会を構築し、地域社会のコミュニティをより緊密で強
固なものとするため、⽇本語学習・⽂化理解とともに多⽂化共⽣の考え⽅を育むこと等は重要
⽇本語教育機関認定制度の着実な実施により、外国⼈に対する⽇本語教育の環境整備に取り組む

社会教育の裾野の拡⼤を踏まえ、学びを基盤とした社会教育活動をオーガナイズできる社会教育⼈材の質的な向上・量的な拡⼤を図るため、
社会教育⼈材の養成、活躍促進に係る以下の⽅策等に取り組む。

・社会教育主事講習の受講ニーズの増加を踏まえた講習の定員拡⼤
・多様で特⾊ある受講形態の促進（オンライン化やオンデマンド化等）
・地⽅公共団体における社会教育主事の配置促進（好事例等の周知、講習の開講促進・定員増加等）
・社会教育⼈材のネットワーク化 等に取組む

２.障害者の⽣涯学習

３.外国⼈の⽇本語の学習

４.社会教育⼈材

今期重点的に議論した事項

11



〇社会教育関連データ

12



13

⼈⼝の推移と将来推計

（出典）1920年～2020年：「人口推計」（総務省）、2025年～2070年：「日本の将来推計人口（令和５年推計）」（国立社会保障・人口問題研究所）

※推計値は出生中位（死亡中位）推計による。実績値の1950年～1970年には沖縄県を含まない。
1945年については、1～15歳を年少人口、16～65歳を生産年齢人口、66歳以上を老年人口としている。

国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所の予測では、少⼦⾼齢化の進⾏により、
2040年には年少⼈⼝が1,142万⼈、⽣産年齢⼈⼝が6,213万⼈まで減少し、我が国の総⼈⼝の三分の⼀以上が65歳以上となる。

（千人）

推計値

13



社会教育について

14

○教育基本法（平成十八年法律第百二十号）（抄）
（社会教育）

第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって
奨励されなければならない。

２ 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学
習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

○社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号） （抄）
（社会教育の定義）

第二条 この法律において「社会教育」とは、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）又は就学前の子ども
に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）に基づき、学校の
教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動 （体
育及びレクリエーシヨンの活動を含む。）をいう。



※ １ 令和３会計年度

２ （）内は債務償還費を控除した数値

３ 「その他」は，幼稚園， 幼保連携型認定こども園,義務教育学校、

中等教育学校，専修学校，各種学校及び高等専門学校

（出典）地方教育費調査報告書

単位：億円

３年２年令和元年30年28年27年26年21年16年11年平成6年

15,07315,14315,59115,26716,04616,14116,29817,29121,38325,60927,103社会教育費

2,1342,1392,1002,1852,1752,2712,2822,4772,8933,2093,253うち公民館費

2,8942,9342,8922,7992,7972,8372,8502,9223,3683,6013,502うち図書館費

1,5601,4721,4741,3891,4391,4751,3421,7322,1362,7923,203うち博物館費

社会教育費の推移とその内訳
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（資料）社会教育調査

（注）学芸員数は、博物館登録施設、博物館相当施設及び博物館類似施設の学芸員の合計。

4,119 1,451

17,127

11,448
12,781

21,520

6,224 9,036
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社会教育主事
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司書
学芸員
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（人）

社会教育関係職員数の状況
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※類似施設含まない

※類似施設含む

公民館は館数、学級・講座数とも減少傾向。要因として、コミュニティセンター等の施設としての転用、施設
の老朽化や市町村合併に伴う廃止・整理統合が考えられる。博物館、図書館はコロナ禍の影響もみられる
ものの館数は増加傾向を維持。

※施設数については各年１０月１日現在の数値であり、学級・講座数、貸出冊数及び入館者数については、前年度間の数値である。
※H23の学級講座数、貸出冊数及び入館者数には、岩手県、宮城県、福島県の数値は含まれない。 （社会教育調査より作成）

H2年度 H5年度 H8年度 H11年度 H14年度 H17年度 H20年度 H23年度 H27年度 H30年度 R3年度

公民館数 17,347 17,562 17,819 18,257 17,947 17,143 15,943 14,681 14,171 13,632 13,163

学級・講座数 159,721 179,484 182,308 263,798 341,212 410,014 448,864 375,934 348,519 363,968 227,936

0

100,000

200,000

300,000
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500,000

0
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25,000

(千冊)
※H20からは同種施設含む

H2年度 H5年度 H8年度 H11年度 H14年度 H17年度 H20年度 H23年度 H27年度 H30年度 R3年度

図書館数 1,950 2,172 2,396 2,592 2,742 2,979 3,165 3,274 3,331 3,360 3,394

貸出冊数 266,021 323,607 404,161 479,970 520,822 580,726 631,873 682,344 662,157 653,788 530,775
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（参考）公⺠館数と⽣涯学習センター数の推移
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主な社会教育施設の数と利⽤状況
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(千人)

H2年度 H5年度 H8年度 H11年度 H14年度 H17年度 H20年度 H23年度 H27年度 H30年度 R3年度

博物館数 2,968 3,704 4,507 5,109 5,363 5,614 5,775 5,747 5,690 5,738 5,771

入館者数 244,980 283,087 286,001 280,649 269,503 272,682 279,871 276,652 279,996 303,069 139,704
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○多様な⼈材のニーズに応じた学習機会を拡⼤
（誰でも希望した時に受講できる環境の整備）

○社会教育⼈材のデジタルも活⽤したネットワーク
化や、継続的な学習の場を整備

○⼈づくり、つながりづくり、地域づくりは、
従来の社会教育分野のみならず、 他の
多くの分野で求められるようになっている

○多様な⼈材（⾸⻑部局・企業・NPOの
職員等）の社会教育への参画が重要に

社会教育の裾野の広がりと、社会教育⼈材が果たすべき役割

学校

社会教育施設 ⾸⻑部局

教育委員会

社会教育⼠

社会教育⼈材をハブにした
⼈づくり、つながりづくり、地域づくり

団体・⺠間企業

社会教育⼠

社会教育⼠社会教育⼠

※ ⻩⾊の楕円で⽰された職種・属性の者が
講習を受講して、社会教育⼠となるイメージ

社会教育の裾野の広がり

地域学校
協働活動

推進員 等

学校司書

司書・
司書補

NPO

まちづくり

⼦ども会

地域振興

司書教諭

社会教育⼈材が
ハブとしての役割を果たすために

⽣涯学習
コーディネーター

PTA

CSR

学芸員

社会教育主事

公⺠館主事

地域学校連
携担当教員

⺠間教育
事業者

福祉

防災 観光

⽂化

スポーツ社会教育委員

学校教育

社会
教育⼠

地域コミュニティ

社会教育⼠

地域共⽣社会
地域運営組織

⾃治会

農村型
地域運営組織

⻘少年
教育施設

⼤学等

社会
教育⼠
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地域コミュニティに着⽬した他府省の施策
重層的⽀援体制整備事業（厚⽣労働省）

地域運営組織の形成・運営（総務省）

・地域の暮らしを守るため、地域で暮らす⼈々が中⼼となって形成され、地域内
の様々な関係主体が参加する協議組織が定めた地域経営の指針に基づき、
地域課題の解決に向けた取組を持続的に実践する組織。

・市町村が、地域住⺠の複合化・複雑化した⽀援ニーズに対応し、包括的な⽀援体
制を整備するため、Ⅰ 相談⽀援（市町村による断らない相談⽀援体制）、Ⅱ 参加
⽀援（社会とのつながりや参加の⽀援）、Ⅲ 地域づくりに向けた⽀援を⼀体的に実
施する事業を創設 ※令和2年社会福祉法の改正により、令和3年4⽉から開始

「⼩さな拠点」の形成⽀援（内閣府）

・⼈⼝減少や少⼦⾼齢化が著しい中⼭間地域等でも安⼼して暮らし続けられ
るよう、地域住⺠⾃らが主役となり、地⽅公共団体やNPOなどの各種団体と
協⼒して⽣活サービスを確保するための取組である「⼩さな拠点」づくりを推進。

・中⼭間地域等において、複数の集落の機能を補完する農村RMOの形成を推進する
ため、むらづくり協議会等が⾏う実証事業やデジタル技術の導⼊・定着を推進する取組
のほか、協議会の伴⾛者となる中間⽀援組織の育成等の取組を⽀援。

農村型地域運営組織（農村ＲＭＯ）形成推進事業（農林⽔産省）
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①障害者の多様な社会参加を⽀える学習活動の充実とともに進学が困難な
移⾏期の知的障害者等も学び続けることができる⽣涯学習機会が重要

②障害者の学習⽀援の経験のある公⺠館等が14.5%に留まるように、地⽅
公共団体にはノウハウや実施体制がない

③先進的に取り組むNPOや⼤学等による⽣涯学習プログラムのモデル化が進
展しているが、⺠間団体は予算等の資源不⾜から取組の持続性や成果の
波及⼒に課題がある

‣地⽅公共団体が⺠間団体と連携し、持続可能な事業実施体制を整備する
‣発達段階や障害種等に応じた学習プログラムの開発やその担い⼿を育成する

＜関連する他の施策・事業について＞

【厚⽣労働省】
・障害福祉サービス等
【⽂化庁】
・障害者芸術⽂化活動普及⽀援事業ああ
【スポーツ庁】
・障害者スポーツ推進プロジェクト 等

【公⺠館等が障害者の学習活動の
⽀援に関わった経験の有無】

85.5%
「ない」

14.5%
「ある」

公⺠館︓全国に約13,000ヶ所設置され、
地域住⺠に最も⾝近な社会教育施設

※平成3０年度調査研究より

【障害者の学びの⽀援を継続させるための課題】

78%
「予算等の
資源不⾜」

その他

※委託団体を対象としたアンケート結果より抽出(⺠間団体等)

【アンケート回答の⼀例】
⼈とのつながりやネットワークは⾃分たちで作っていくこと
ができるが、財源を⽣み出すことが難しい。

障害者の⽣涯学習に関する現状と課題
障害者の学校卒業後の状況障害者の学校卒業後の状況
● 特別⽀援学校卒業⽣の⾼等教育機関への進学率は約2.2％

特に、卒業⽣の9割近くを占める知的障害者は約0.5%に留まる
→「学校卒業後、学びや交流の場はどうなってしまうのか、とても不安に感じている」

「障害者はその特性から、ゆっくりと成⻑するのに、学び続けることができない」といった声も

● 約92％の障害者が就職⼜は障害福祉サービスなどに進む
● 障害者の職場定着状況については、職場定着が困難な者も多い
（就職1年後の定着率︓知的障害68%、⾝体障害60.8%、精神障害49.3%）

障害者本⼈の意識、ニーズ ※平成３０年度 障害者本⼈の意識等調査の結果より障害者本⼈の意識、ニーズ ※平成３０年度 障害者本⼈の意識等調査の結果より

「障害者の学習機会が充実されることは重要だと思う」 →81.1％
⼀⽅で…「⼀緒に学習する友⼈，仲間がいない」 →71.7％

「学ぼうとする障害者に対する社会の理解がない」 →66.3％
「知りたいことを学ぶための場や学習プログラムが⾝近にない」 →67.2％
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在留外国⼈数及び外国⼈労働者数の推移
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62年 63年 元年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 元年 2年 3年 4年 5年

在留外国⼈数（注１）

外国⼈労働者数（注２）

総⼈⼝に占める在留外国⼈の割合（注３）

平成20年９⽉ いわゆるリーマン・ショック

平成23年３⽉ 東⽇本⼤震災

令和２年 新型コロナウイルス感染症の流⾏

平成24年７⽉
新しい在留管理制度の導⼊

平成２年６⽉
在留資格の整備

（千⼈）
（%）

平成22年７⽉
在留資格「技能実習」の創設

在留資格「留学」と「就学」の⼀本化

在
留
外
国
⼈
数
及
び
外
国
⼈
労
働
者
数

総
⼈
⼝

占

在
留
外
国
⼈

割
合

平成29年11⽉
技能実習法の施⾏

平成31年４⽉
「特定技能」制度の創設

昭和 平成 令和

204万8,675人

48万6,398人

0.80%

2.74%

2.46%

令和5年末
341万992人

令和4年末
307万5,213人

（注３）総人口は、総務省「人口推計」 （各年10月1日現在の統計）に基づく。
（注２）厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」（各年10月末現在の統計）に基づく（外国人雇用状況の届出制度は、平成19（2007）年10月1日から開始されているため、平成20（2008）年以降の推移を示している。）。
（注１）平成23（2011）年までは法務省入国管理局（当時）「（旧）登録外国人統計」（12月末現在）に、平成24（2012）年以降は出入国在留管理庁「在留外国人統計」（12月末現在）に基づく。
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○国内の⽇本語学習者数は令和元年時点で約28万⼈となり、過去最⾼。
〇新型コロナウイルス感染症に関する⽔際対策により、⽇本語学習者数は⼀時的に減少したが、令和４年度には約22万⼈まで

増加しており、今後更なる増加が想定される。
〇⽇本語学習者、⽇本語教育実施機関数は増加傾向にあるが、（H22︓16.8万→R１︓27.8万）、⽇本語教師数は緩
やかに増加（H22︓3.3万→R1︓4.6万⼈）している。

※ 出典︓⽂化庁「国内の⽇本語教育の概要」（各年11⽉1⽇現在）
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19,693

28,511 30,959 33,416 34,392 32,949 36,168 37,962 39,58841,606 46,411 41,75539,24144,030
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83,086

135,146
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174,359
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1,592
1,717 1,7791,836

1,995
1,893 2,012

2,111 2,109
2,290

2,542

2,516

2,541

2,764
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（施設・機関数）（人）
日本語教師数 日本語学習者数 日本語教育実施機関・施設等数

平成１８年︓
「留学⽣３０万⼈計画」策定

令和元年︓⽇本語教育
の推進に関する法律

国内の⽇本語学習者数／教育機関・施設数／⽇本語教師等の推移
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社会教育主事の職務と期待される役割
○社会教育主事は、社会教育法に基づき都道府県・市町村の教育委員会に置くこととされている専⾨的職員であり、

地域の社会教育事業の企画・実施及び専⾨的な助⾔と指導を通し、地域住⺠の学習活動の⽀援を⾏う。
＜根拠法令＞【社会教育法第九条の⼆】都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事を置く。

【社会教育法第九条の三】社会教育主事は、社会教育を⾏うものに専⾨的技術的な助⾔と指導を与える。ただし、命令及び監督をしてはならない。
社会教育主事は、学校が社会教育関係団体、地域住⺠その他の関係者の協⼒を得て教育活動を⾏う場合には、その求めに応じて、
必要な助⾔を⾏うことができる。

＜具体的な職務の例＞
① 教育委員会事務局が主催する社会教育事業の企画・⽴案・実施
② 管内の社会教育施設が主催する事業に対する指導・助⾔
③ 社会教育関係団体の活動に対する助⾔・指導
④ 管内の社会教育⾏政職員等に対する研修事業の企画・実施

社会教育主事講習等規程の⼀部を改正する省令の公布
（平成30年⽂部科学省令第5号）、令和2年4⽉1⽇施⾏

期待される役割

○⼈と⼈、組織と組織をつなぐコーディネート能⼒
○⼈々の納得を引き出すプレゼンテーション能⼒
○⼈々の⼒を引き出し、主体的な参画を促す
ファシリテーション能⼒

〈養成のカリキュラムにおいて具体的に習得すべき能⼒〉
○⽣涯学習・社会教育の意義等、教育上の基礎的知識
○地域課題や学習課題の把握・分析能⼒
○社会教育⾏政の戦略的展開の視点に⽴った施策⽴案能⼒
○多様な主体との連携・協働に向けたネットワーク構築能⼒
○学習者の特性に応じてプログラムを構築する学習環境設計能⼒
○地域住⺠の⾃主的・⾃発的な学習を促す学習⽀援能⼒

必要な資質・能力
○社会教育⾏政の中核として、地域の社会教育⾏政の
企画・実施及び専⾨的な助⾔と指導に当たることを通し、
⼈々の⾃発的な学習活動を援助すること。

○「学びのオーガナイザー」（※）として、社会教育⾏政の
みならず、地域における多様な主体の地域課題解決の
取組においても、コーディネート能⼒やファシリテート能⼒等
を発揮し、取組全体をけん引する中⼼的な役割を担うこと。

「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」
（平成30年12⽉ 中央教育審議会答申）より

※学びのオーガナイザー︓様々な主体を結び付け、地域の資源や各主体が
有する強みを活かしながら、地域課題を「学び」に練上げ、課題解決に繋げ
ていく⼈材。
「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」
（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 論点の整理）より

「社会教育主事養成の⾒直しに関する基本的な考え⽅について」
（平成29年8⽉ 社会教育主事養成等の改善・充実に関する検討会）より
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社会教育主事の配置率の低下
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２．コミュニティ・スクールのメリット

称号付与の趣旨
○ 社会教育主事講習等の学習の成果が認知され、社会教育⾏政以外の分野においても活⽤される仕組みの構築が

求められていたところ。
○ このため、講習等の学習の成果が社会で認知され、広く社会における教育活動に⽣かされる仕組みを構築し、社会教

育の振興を図るため、講習の修了証書授与者が 「社会教育⼠（講習）」 と、養成課程の修了者が 「社会教育⼠
（養成課程）」 と称することができることとした。

社会教育⼠に期待される役割
○ 「社会教育⼠」には、講習や養成課程の学習成果を活かし、ＮＰＯや企業等の多様な主体と連携

・協働して、社会教育施設における活動のみならず、環境や福祉、まちづくり等の社会の多様な分野
における学習活動の⽀援を通じて、⼈づくりや地域づくりに携わる役割が期待される。

○ また、これらの活動に際しては、地域の実情等を踏まえ、社会教育⼠と社会教育主事との連携・協
働が図られることが期待される。

法令根拠

社会教育主事講習等規程（昭和⼆⼗六年⽂部省令第⼗⼆号） （改正省令）公布⽇ 平成30年2⽉28⽇ 施⾏⽇ 令和2年4⽉1⽇

第８条第３項 第１項に規定する修了証書を授与された者は、社会教育⼠（講習）と称することができる。
第11条第３項 第１項の規定により修得すべき科⽬の単位を全て修得した者は、社会教育⼠（養成課程）と称することができる。

これまでの称号付与数

計令和５年度令和４年度令和３年度令和２年度
4,820⼈1,382⼈1,532⼈1,414⼈492⼈（内訳）主事講習
2,227⼈1,139⼈538⼈336⼈214⼈（内訳）養成課程
7,047⼈2,521⼈2,070⼈1,750⼈706⼈社会教育⼠称号付与数

「社会教育士」の称号付与（趣旨及び役割等）
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「社会教育⼠」について「社会教育⼠」について

○ 「社会教育⼠」は、教育委員会事務局に配置される「社会教育主事」になるための講習や養成課程を修了した者に与えられる「称号」
です。社会教育主事にならなくても、その能⼒があることが分かるようにするため、令和２年４⽉に新設しました。

○ 講習や養成課程で習得した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等を活かし、教育委員会のみならず、
福祉や防災、観光、まちづくり等の社会の多様な分野における学習活動の⽀援を通じて、⾏政や企業、NPO、学校等の様々な場で、
⼈づくりやつながりづくり、地域づくりに中核的な役割を果たすことが期待されています。

「社会教育⼠」とは︖〜学びを通じて、⼈づくり・つながりづくり・地域づくりの中核的な役割を果たします〜
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社会教育⼠の称号の取得・社会教育主事への任⽤の流れについて

令和元年度以前に
社会教育主事講習又は

社会教育主事養成課程を修了

社会教育主事講習（ ４科目８単位）を修了

（必要な科目と単位数）
・生涯学習概論（２単位）
・生涯学習支援論（２単位）
・社会教育経営論（２単位）
・社会教育演習（２単位）

社会教育主事養成課程
（6科目24単位）を修了

（必要な科目と単位数）
・生涯学習概論（４単位）
・生涯学習支援論（４単位）
・社会教育経営論（４単位）
・社会教育特講（８単位）
・社会教育実習（１単位）
・社会教育演習・社会教育実習・
社会教育課題研究のうち１科目
以 上（３単位）

社会教育士（養成課程）の称号を取得

大学に入学

社会教育主事講習の受講資格を満たす
①大学に２年以上在学し、６２単位以上修得
②教育職員の普通免許状を所有
③２年以上社会教育主事補等の職にある 等
④４年以上学校で教諭や事務職員の職にある 等
⑤文部科学大臣が①～④と同等以上の資格を有すると認める者

社会教育士（講習）の称号を取得

社会教育主事講習
（ ２科目４単位）を修了

（必要な科目と単位数）
・生涯学習支援論（２単位）
・社会教育経営論（２単位）

教育委員会からの発令により社会教育主事となる

大学に二年以上在学し、
６２単位以上修得

＋
勤務経験（Ａ）１年以上

勤務経験（Ａ）：社会教育主事補、司書、学芸員、その他文部科学大臣が指定する職や業務にあった期間
勤務経験（Ｂ）：学校等の学長、校長、副校長、副学長、学部長、教授、教諭、事務職員 等

大学に二年以上在学し、
６２単位以上修得

＋
勤務経験（Ａ）３年以上

教育職員の普通免許状
＋

勤務経験（Ｂ）５年以上

これらに相当する教養と
経験があると都道府県

教育委員会が認定
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コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の⼀体的推進

（委員）保護者代表・地域住⺠
地域学校協働活動推進員 など

学校運営協議会
学校運営や学校運営に必要な⽀援に関する協議を⾏う

※ 学校運営の責任者として教育活動等を実施する
権限と責任は校⻑が有する

地域学校協働活動推進員
地域と学校をつなぐコーディネーターの役割

コミュニティ・スクール
（学校運営協議会を設置した学校）

 校⻑が作成する学校運営の基本⽅針を承認
 学校運営について、教育委員会⼜は校⻑に意⾒
 教職員の任⽤に関して、教育委員会に意⾒

学校運営の
基本⽅針

学校運営・
教育活動

説明

説明

承認

意⾒

校⻑等

※ 地域学校協働本部
地域の⼈々や団体による「緩やかなネットワーク」
を形成した地域学校協働活動を推進する体制

地域学校協働活動
地域と学校が連携・協働して⾏う
学校内外における活動

教
育
委
員
会

意⾒

教職員の任⽤

任命

委嘱

学校運営

地域学校協働活動推進員

地域学校協働活動推進員

（委員）10〜15⼈程度
・地域住⺠
・保護者
・地域学校協働活動推進員 など

地域住⺠等の参画を得て、
・放課後等における学習⽀援・体験活動（放

課後⼦供教室など）
・授業補助、校内清掃、登下校対応、部活動

補助などの学校における活動
・地域の防災活動やお祭り等地域の伝統⾏事へ

の参画など地域を活性化させる活動
などを実施

情報共有

情報共有

社会教育
団体・施設

⽂化・ｽﾎﾟｰﾂ
団体

企業・NPO

PTA
地域住⺠

保護者

⼦ども会

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の⼀体的推進

⺠⽣委員
児童委員

⼈権擁護
委員

消防団

教育・体験活動プログラム等の利⽤者と
提供者のマッチングを⾏うポータルサイト

（現在構築中）の活⽤

※地⽅教育⾏政の組織及び運営に関する法律第47条の5

※社会教育法第9条の7

※社会教育法第5条
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● 導⼊が進んでいない⾃治体に対するCSマイスターの重点的な派遣
● 地域学校協働活動推進員の配置充実、常駐的な活動、資質向上等への⽀援
● 全国フォーラムや⾃治体向け説明会・協議会、⽂部科学⼤⾂表彰の実施

【 今後の⽅針 】

令和5年度 コミュニティ・スクール及び地域学校協働活動実施状況調査

【 調査結果のポイント 】

※ 学校運営協議会類似の仕組みを設置している学校 4,818校（前年度から1,334校減）

更なる導⼊の加速化、地域学校協働活動との⼀
体的な取組の推進など取組の質の向上を図る

コミュニティ・スクール
（学校運営協議会制度）

※ 保護者や地域住⺠等が⼀定の権限と責任を持って学校運営に参画する
「学校運営協議会」を置く学校

（公⽴学校の導⼊校数）
15,221校（42.9%） 18,135校（52.3%）

2,914校増
9.4ポイント増

（うち、⼩・中・義務教育学校）
13,519校（48.6%） 16,131校（58.3%）

2,612校増
9.7ポイント増

（導⼊⾃治体数）

（38都道府県、15指定都市、
1,277市区町村、17学校組合）

1,347⾃治体
（74.3%）

1,213⾃治体
（66.9%）

879⾃治体
（48.5%）

地域学校協働活動推進員等
(地域コーディネーターを含む）

※ 地域学校協働活動を実施するにあたり、企画・提案や関係者との調整など
全体のコーディネートを⾏う調整役

※ 令和4年度の⼈数は、年度内の予定を含む

①地域学校協働活動推進員等の配置⼈数
32,954⼈ 33,399⼈ 445⼈増

1,583⾃治体（87.3%）

③①のうち、学校運営協議会委員である者
8,954⼈ 11,125⼈ 2,171⼈増

②のうち、学校運営協議会委員である者
4,810⼈ 6,055⼈ 1,245⼈増

1,764⼈増
②①のうち、地域学校協働活動推進員としての委嘱⼈数

11,380⼈ 13,144⼈
755⾃治体（41.6%）

（調査基準⽇︓令和5年5⽉1⽇）

⽂部科学省では、コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）と地域学校協働活動の⼀体的な推進による地域と学校の連携・協働体制の構築
を推進しており、毎年、実施状況に関する全国的な調査を実施。令和5年度（令和5年5⽉1⽇現在）の結果は以下のとおり。

地域学校協働本部 ※ 地域学校協働活動︓幅広い地域住⺠や団体等が参画し、地域と学校が
連携・協働して⾏う学校内外で⾏われる⼦供たちの成⻑を⽀える多様な活動

（公⽴学校の整備校数）
20,568校（57.9%） 21,144校（61.0%）

576校増
3.1ポイント増

（うち、⼩・中・義務教育学校）
19,812校（71.7%）

556校増
2.5ポイント増19,256校（69.2%）

（地域学校協働本部数）

12,870本部
（537本部増）

コミュニティ・スクールと地域学校協働本部の
⼀体的な整備状況

4,649校（13.4%）
コミュニティ・スクールのみ

7,658校（22.1%）
地域学校協働本部のみ

コミュニティ・スクール
地域学校協働本部

11,180校（31.5%）

2,306校増 7.4ポイント増

13,486校（38.9%）

両⽅

12,333本部
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地域・学校の連携・協働による教育活動に関係し得る団体等
コミュニティ・スクール等の仕組みを活用した関係団体・関係者との更なる連携促進、互恵的関係の構築・深化に向けて広く周
知を図ることができるよう、趣旨に賛同・協力いただける関係団体等のリスト（コミュニティ・スクール及び地域学校協働活動
に係る協力団体等リスト）を作成。

掲載団体（令和６年５月時点）

《教育分野》
• 全国コミュニティ・スクール連絡協議会

（コミュニティ・スクールの推進に関する情報交換、普及啓発等）

• 公益社団法人日本PTA全国協議会
• 一般社団法人全国高等学校PTA連合会
（PTA活動に関する研修・広報活動、子供たちの健全育成等）

• 公益社団法人全国子ども会連合会
（子ども会活動の推進、指導者の養成・研修等）

• 公益社団法人全国公民館連合会
（公民館の普及促進、調査研究等）

• 全国私立大学教職課程協会
• 日本教育大学協会
• 日本教職大学院協会
（教師教育・教員養成に関する調査研究・情報発信等）

• 全国都道府県教育委員会連合会
• 全国市町村教育委員会連合会
• 指定都市教育委員会協議会
• 全国都市教育長協議会
• 中核市教育長会
• 全国町村教育長会
（教育委員会相互の情報共有、教育行政に関する調査研究等）

• 全国国公立幼稚園・こども園長会
（幼児期の教育の発展・振興、保幼小の連携推進）

• 全日本教職員連盟
（教職員の研修、地域・家庭における教育の充実に向けた取組等）

• 公益社団法人日本教育会
• 日本連合教育会
（教育に関する調査研究・普及活動等）

• 公益社団法人日本教育会
• 日本連合教育会
（教育に関する調査研究・普及活動等）

• 公益財団法人日本学校保健会
（子供の現代的健康課題に対応するための学校保健の振興等）

• 公益財団法人産業教育振興中央会
• 全国産業教育振興会連絡協議会
（産業教育の振興）

• 全国専修学校各種学校総連合会
（専修学校・各種学校における職業教育の振興、中高との連携推進）

《スポーツ・文化分野》
• 公益財団法人日本スポーツ協会
（スポーツ指導者・スポーツ少年団の育成、生涯スポーツの普及等）

• 公益財団法人運動器の健康・日本協会
（運動器の健康増進、疾患・障害の予防に関わる教育・啓発等）

• 特定非営利活動法人全国ラジオ体操連盟
（ラジオ体操・みんなの体操の普及等）

• 一般社団法人和食文化国民会議
（無形文化遺産「和食」の適切な保護・継承）

《防災・安全分野》
• 公益財団法人全国防犯協会連合会
（防犯思想・知識の普及、薬物乱用防止等）

• 一般財団法人全日本交通安全協会
（交通安全に関する普及啓発等）

• 消防団
（防火指導、応急手当の普及活動、防災意識の向上等）

• 公益社団法人隊友会
（防衛・防災関連施策への協力等）

本体はこちら
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（全62団体 関係省庁建制順を基本に一部再整理）

《金融分野》
• 一般社団法人全国銀行協会
• 一般社団法人信託協会
• 一般社団法人全国地方銀行協会
• 一般社団法人第二地方銀行協会
• 一般社団法人全国信用金庫協会
• 一般社団法人全国信用組合中央協会
• 一般社団法人生命保険協会
• 一般社団法人日本損害保険協会
• 日本証券業協会
• 日本FP協会
（金融に関する普及啓発・リテラシー向上等）

《児童福祉分野》
• 一般財団法人児童健全育成推進財団
（児童館の活動支援、児童福祉に関する調査研究等）

• 全国学童保育連絡協議会
（学童保育に関する調査研究、指導員の研修活動等）

• 一般財団法人全国母子寡婦福祉団体協議会
（ひとり親家庭・寡婦の福祉に関する啓発・広報等）

《人権分野》
• 更生保護法人全国保護司連盟
（保護観察対象者の指導・支援、犯罪予防活動等）

• 全国人権擁護委員連合会
（人権に関する相談対応、人権啓発等）

《国際協力分野》
• 公益社団法人青年海外協力協会
（グローカル人材の育成、地域の国際化支援等）

《社会福祉・労働分野》
• 一般社団法人生涯活躍のまち推進協議会
（多世代と交流しながら健康な生活を送る地域づくりへの支援）

• 全国食生活改善推進員協議会（一般財団法人日本食生活協会）
（食育の推進・運動習慣の定着等）

• 全国社会福祉協議会
（福祉人材の育成・研修、ボランティア・福祉教育の推進等）

• 全国民生委員児童委員連合会
（生活上の様々な相談支援を行う民生委員・児童委員活動の推進）

• 公益財団法人日本知的障害者福祉協会
（知的障害者の支援、知的障害福祉の普及啓発等）

• 全国老人クラブ連合会
（子供の見守り、清掃・緑化、伝承・多世代交流等の活動推進）

• 一般財団法人ACCN
（キャリアコンサルタントによるキャリア教育の推進等）

《農林水産分野》
• JAグループ（一般社団法人全国農業協同組合中央会）
• 全国森林組合連合会
• 全国漁業協同組合連合会
（農林水産分野における体験機会の提供等）

《経済分野》
• 公益社団法人経済同友会
• 日本商工会議所
• 全国中小企業団体中央会
• 全国商工会連合会
（経済界との連携・交流、地域経済の活性化等）

《自動車整備分野》
• 自動車整備人材確保・育成推進協議会
（自動車整備に携わる人材の確保・育成等）

《海事分野》
• 海事産業人材確保・育成推進協議会
（海事産業に携わる人材の確保・育成等） 31



国⽴教育政策研究所社会教育実践研究センターの概要

社会教育実践研究センターは、社会教育関係者に対する専⾨的・技術的研修を⾏う機関として、昭和40年に設置された国⽴社会教育
研修所を、社会教育事業のための実践的な調査研究体制を整備するために、業務を⾒直して、平成13年４⽉に国⽴教育政策研究所内に
設置された研究組織。
都道府県・市町村における社会教育事業の推進に資するため、全国の社会教育活動の実態調査や、社会教育事業のプログラム開発、社

会教育指導者の育成・資質向上に関する調査研究等を実施。
全国の社会教育関係者、研究者等の参加を得て、新たな研究課題の抽出や研究⽅法の改善を図る研究セミナーを開催するほか、⽂部科

学省や⽂化庁などとの共催で社会教育指導者のための研修事業も実施。

Ⅰ概要

Ⅱ調査研究事業（令和6年度）
１ 共⽣社会の実現を推進する社会教育とボランティアに関する調査研究
２ 社会教育主事と社会教育⼠等の配置・在り⽅に関する調査研究
３ 社会教育主事講習の充実に資する教材等の開発に関する調査研究（⽣涯学習概論）

Ⅲ ｢研究交流会･研究セミナー｣｢⽂部科学省･⽂化庁共催研修及び委嘱事業｣等（令和6年度）
１ 研究交流会・研究セミナー（社会教育実践研究センター主催の研究交流会等）

全国⽣涯学習センター等研究交流会、地域教育⼒を⾼めるボランティアセミナー
２ ⽂部科学省・⽂化庁との共催研修等（主として現職の社会教育専⾨職等に対する研修）

｢全国社会教育主事の会｣交流研修会、図書館司書専⾨講座、ミュージアム・トップマネジメント研修、公⺠館職員専⾨講座、
社会教育主事専⾨講座

３ ⽂部科学省委嘱事業
社会教育主事講習［A︓７〜8⽉開催］、社会教育主事講習［B︓１〜2⽉開催］（社会教育主事の資格付与のための講習）

この他にも
・調査研究報告書・基礎資料集等
・インターネット等による情報発信
・全国体験活動ボランティア活動総合推進センター事業 等を実施

※社会教育実践研究センターのホームページはこちら
https://www.nier.go.jp/jissen/index.htm 32



社会教育主事・司書・公民館職員に関する研修事業
○国立教育政策研究所社会教育実践研究センターと共催して実施しているもの

・図書館地区別研修
情報化の進展など図書館に関する最新のテーマや地域における課題等について研
修を行い、図書館における中堅の司書としての力量を高めることを目的とする。
（参考 令和５年度）
・受講機関、開講形式、講習機関は下表の通り

・受講者数：６２９名（６機関合計）

・公民館職員専門講座
公民館職員として必要な高度かつ専門的な
知識・技術について研修を行い、地域の指導
者的立場にある公民館職員としての力量を高
める。 （参考 令和５年度）

「地域社会のウェルビーイングの向上に資する
公民館―地域のコミュニティ拠点機能の強化を
目指して」

・講座期間：令和５年１１月１６日～１１月２１日
・受講対象：公民館の館長

及び職員、社会教育主事、公民館
類似施設・生涯学習関連施設の長
及び職 員等の経験が１年以上ある
もの

・ 受講者数：３７名

・社会教育主事専門講座
社会教育主事として必要な高度かつ専門的な
知識・技術に関する研修を行い、都道府県の
指導者的立場にある社会教育主事としての
力量を高める。

（参考 令和５年度）

「ウェルビーイングの実現を目指すための社会
教育の役割」

・期間：令和５年１０月１２日～１０月１７日
・対象：勤務経験が１年以上の社会教育主事

及び社会教育主事と同等の職にある者
・受講者数：３２名

・図書館司書専門講座
司書として必要な高度かつ専門的な知識・技術
に関する研修を行い、都道府県・ 指定都市等
での指導的立場になりうる司書及び図書館経
営の中核を担うリーダーとしての力量を高める。

（参考 令和５年度）

「ウェルビーイングの実現に向けて図書館が果
たしうる役割」

・講座期間：令和５年６月１５日～６月２８日
・受講対象：図書館法第２条に規定する図書館

に勤務する司書または職員で、
勤務経験がおおむね７年以上で
指導者的立場にある者

・受講者数：６３名

○公募により委託して実施しているもの

・新任図書館長研修

新任の図書館長等に対し，図書館の管理・運営，サービスに
関する専門知識や，図書館を取り巻く社会の動向等について研修を
行い，図書館運営の責任者としての力量を高めることを目的とする。

（参考 令和５年度）
・実施機関：筑波大学
・開講形式：オンライン形式（全国に配信）
・講習期間：令和５年９月２０日～９月２２日
・受講対象：公立図書館の館長・副館長に就任して１年未満の者
・受講者数：１９８名

開講形式講習期間実施機関名

対面・オンライン10月18日～10月20日福島県教育委員会1
対面11月28日～12月1日埼玉県教育委員会2
対面12月5日～12月8日石川県教育委員会3
対面1月23日～1月25日奈良県教育委員会4

対面・オンライン12月5日～12月8日島根県教育委員会5
対面・オンライン1月31日～2月2日熊本市教育委員会6
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⽂
化
庁

実
施

1年目→ 5年目→ 10年目→ 20年目→ 30年目

ミュージアムトップマネジメント研修
・開催：令和７年２月 ３日間
・定員：５０人（オンライン同時配信）
・対象：ミュージアムの館長・管理職
・内容：法改正対応、マネジメント、事業評価・改善、

資金調達等を強化

ミュージアムトップマネジメント研修
・開催：令和７年２月 ３日間
・定員：５０人（オンライン同時配信）
・対象：ミュージアムの館長・管理職
・内容：法改正対応、マネジメント、事業評価・改善、

資金調達等を強化

ミュージアム・パブリックリレーションズ研修
・開催：令和６年９月頃 ４日間
・定員：対面５０人（オンライン同時配信）
・対象：ミュージアムの学芸員等専門職員
・内容：広報発信・地域交流、地域課題解決、デジタル化等に焦点

ミュージアム・パブリックリレーションズ研修
・開催：令和６年９月頃 ４日間
・定員：対面５０人（オンライン同時配信）
・対象：ミュージアムの学芸員等専門職員
・内容：広報発信・地域交流、地域課題解決、デジタル化等に焦点

文化をつなぐミュージアム研修
・開催：令和６年１２月上旬 ３日間
・定員：３００人（オンラインのみ）
・対象：設置者・行政職員等、ミュージアムの地域課題解決や中長期的な将来構想に関係する者
・内容：デジタル化、PPP/PFI、広報、発信と交流、観光、国際化、ネットワーク等に焦点

文化をつなぐミュージアム研修
・開催：令和６年１２月上旬 ３日間
・定員：３００人（オンラインのみ）
・対象：設置者・行政職員等、ミュージアムの地域課題解決や中長期的な将来構想に関係する者
・内容：デジタル化、PPP/PFI、広報、発信と交流、観光、国際化、ネットワーク等に焦点

中堅 中間管理職若⼿ 館⻑クラス

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
職

ガ
バ
ナ
ン
ス
職

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
職

令和６年度 博物館に関する学芸員等の研修体系

博物館法
第三条 博物館は、前条第一項に規定する目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。
十一 学芸員その他の博物館の事業に従事する人材の養成及び研修を行うこと。

令和４年博物館法改正により、博物館の事業として学芸員その他の人材養成・研修を追加 34



独⽴⾏政法⼈国⽴⻘少年教育振興機構について
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⽬ 的

我が国の⻘少年教育のナショナルセンターとして、⻘少年をめぐる様々な課
題へ対応するため、全国２８か所の国⽴⻘少年教育施設を活⽤し、⻘少年
に対し教育的な観点から、体験活動等の機会や場を提供するとともに、⻘少
年教育指導者の養成及び資質向上、⻘少年教育に関する調査及び研究、
関係機関・団体等との連携促進、⻘少年教育団体が⾏う活動に対する助成
を⾏い、我が国の⻘少年教育の振興及び⻘少年の健全育成を図ることを⽬
的とする。

事業概要

① ⻘少年及び⻘少年教育指導者等を対象とする教育事業の実施
② ⻘少年及び⻘少年教育指導者等を対象とする研修に対する⽀援
③ ⻘少年教育に関する基礎的・専⾨的な調査研究
④ ⻘少年教育団体が⾏う活動に対する⽀援

35



〇 少子化や子供たちの生活の多様化、家庭環境の変化等により、子供の体験活動の場や機会は減少傾向となっている。
〇 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、子供の体験活動の減少に拍車がかかっている。

体験活動の現状等について

体験活動の定義、効果・意義、現状

体験活動に関する近年の動向

Ⅱ 体験活動の効果・意義

Ⅲ 子供の体験活動の現状

青少年教育施設の減少自然体験に関する行事に参加した子供の割合の減少

学校以外の公的機関や民間団体等が行う自然体験に関する行事に
参加した子供（小学１年～6年生）の割合（％）は、平成２１年度から
令和４年度の１３年間で５４.７％から36.7％に減少

国公立青少年教育施設数は平成１４年度の746施設をピークに、
年々減少を続け、令和3年度には337施設に減少

（文部科学省「社会教育調査」）

19年間で４０９施設
（５５％）減少

〇 自尊感情、自己肯定感、自律性、協調性、積極性といった非認知能力の
上昇、物事に対する意欲の向上

〇 体験活動を提供する企業における、社員の所属する企業の社会的
役割の再認識、労働意欲の向上 等

〇 体験活動とは「体験を通じて何らかの学習が行われることを目的として
体験するものに対して意図的・計画的に提供される体験」（H19中教審答申）

〇 体験活動は、具体的には、「生活・文化体験活動」、「自然体験活動」、「社
会体験活動」に分類（H25中教審答申） 。
※企業等による職場体験や科学体験、国際交流体験、読書活動等も含まれる。

（独立行政法人国立青少年教育振興機構「青少年の体験活動等に関する意識調査」）

Ⅰ 体験活動の定義

36



⾃然体験を多く⾏った者ほど、⾃⼰肯定感、⾃律性、協調性、積極性などの⾮認知能⼒が⾼くなる、という傾向が⾒られる。

⾃然体験活動の効果

自己肯定感 自律性
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出典）独立行政法人国立青少年教育振興機構「青少年の体験活動等に関する意識調査（令和４年度調査）」
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