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委員限り資料（委員から事前提出いただいた意見の一覧） 

 

・「長野県の子どもたちにとって最適な学びのあり方」について、ご自身の想いやあり

たい姿 

・子どもたちの学びの選択肢の拡大とその選択を支える仕組みのあり方 

・子どもたちの学びを支える教育関係者のあり方 

・子どもたちの学びや学習環境のあり方 

・実現していく上で、課題となっていること（制度、運用など） 



 

 

委員の皆さんに事前アンケートを行い、その中から議論のきっかけとなりそうなキーワー

ドを抜粋しました。  

 

 

・地域における人としての学びや関係づくり 

・変革の担い手の育成 

・場所や学び方の選択の多様化 

・子どもの時を子どもの世界で子どもらしく生きること 

・非認知能力の育成 

・自分の学びがデザインできる学校づくり 

・最適な学びには主体的に学ぶことと他者と協働して学ぶことが必要 

・変わるべきは子どもではなく、学校または大人 

・個人と社会のウェルビーイングの実現につながる信州を育てる学力 

・公立小中学校の自治的運営の推進 

・学校の意義の問い直し 

・それぞれに合った学びの時間や学び方、学びの深度に対応できる環境整備 

・学ぶ意欲にあふれた大人の育成 

 

 

 

 

 

資料１ 

テーマ「長野県の子どもたちにとって最適な学びのあり方」 

のありたい姿について 



テーマ「長野県の子どもたちにとって最適な学びのあり方」
のありたい姿を実現するための論点

学校教員の資質・能力

制度の見直し・支援策

子どもたちの学びの選択肢の拡大のあり方 子どもたちの学習環境のあり方子どもたちの学びを支える教育関係者のあり方

学校内での多様な学びの推進

学校外での多様な学びの推進

制度の見直し・支援策

学校教員の役割

外部人材の活用

学習環境の高度化

学校間連携・地域連携・多機関協働の推進

制度の見直し・支援策

・特色ある学校による特色ある教育の推進とリ
ソース投入

・教科を超えた探究の推進
・学校内での「教室以外の学び」や「対話の
場」の実現

・異年齢による学びの推進

・多様な選択肢の中で学ぶ子どもたちの受け皿
づくり

・学びの複線化
・興味関心に合わせた学び方（時間割等）を子
どもたちが選択

・学ぶ場所を子どもたちが選択できる
・学校選択の自由度を高める
・不登校という概念を変え、学校に行かない子
を義務教育の中で評価する仕組み

・経済的貧困による教育格差の解消や保護者負
担の軽減

・学びの選択肢の拡大より、仕組みづくりへの
注力

・高校・大学入試改革
・ホームエデュケーションの整備

・教員が尊敬され、やりがいを感じる職業とな
るよう、授業に集中できる環境づくりの推進

・自主的研修の充実
・教員が自由であることと共に、探究的である
こと

・教員にも学ぶゆとりを持たせ、教員の質の向
上を図る制度を充実する

・教員による学校以外の就労体験の推進
・ICT化への対応
・新しい学習指導要領の実現に向けた授業改善
・就学前教育・幼児教育関係者の力量形成

・教員以外（地域・企業等）の人材の積極的な
活用

・民間人材の学校への登用
・特別免許制度の積極的な活用
・教員数の充実は絶対条件であるが、多様な人
が教育に関われる仕組みづくりの推進

・校長在職の長期化
・産休・育休の代替措置
・へき地手当の拡充
・保護者対応の充実
・公立学校長のガバナンス・マネジメント力の
強化

・公立学校長への権限付与
・学校図書館（司書教諭、学校司書）の充実
・教育行政の広域化
・教育事務所の再編
・指導主事制度の改善
・研修センターの機能拡充

・校舎の老朽化への対応
・公立学校のICT化の推進
・子どもが一生学び続けるために必要な環境の
整備

・教育現場に子どもの声を反映させる仕組みづ
くり

・子どもによる学校参画
・子どもの好奇心を満たすための価値観がぶつ
かり合うような体験

・学びの場としての「公民館」
・学校を開き、地域の人が柔軟に学校教育に関
わる仕組みづくりの推進

・小学校と中学校の学びの接続のための学校間
連携の推進

・幼・保・小・中・高・大・地域・産官学の連
携

・省庁・部局を横断した連携の促進
・学校と放課後デイの連携の推進

・複式学級基準の緩和
・特別支援員の配置基準の緩和と県費支援員の
配置

・都市部と山間部の教育の地域間格差の是正
・学校の意義の問い直し
・6-17歳までの教育の義務化
・年齢区分による指導から、発達段階に応じた
学びへの転換

・公設民営型学校

委員の皆さんに事前アンケートを行い、出された意見を取りまとめました。

資料２



社会背景

子どもたちの抱える困難

教員の抱える困難

学びに関するデータ集

・人口減少・少子高齢化（P1〜） ・Society 5.0 （P12〜）

・ICT環境（P15〜）

・貧困（P52〜）

・発達障がい（P42〜）・ヤングケアラー（P44〜）・自殺（P49〜）

・いじめ（P35〜）・不登校（P24〜）

・児童虐待（P55〜）

・中退（P40〜）

・⻑時間勤務（P60〜）

・働き方改革（P67〜）

・部活動指導（P66〜）

参考資料１

⻑野県人口の推移

1

社会背景 人口減少・
少子高齢化 県



人口構成の変化
人口減少・
少子高齢化

2

社会背景 県

本県の児童生徒数の推移

3

人口減少・
少子高齢化社会背景 県



社会増減と自然増減の推移

4

人口減少・
少子高齢化社会背景 県

出生数と合計特殊出生率の推移

5

人口減少・
少子高齢化社会背景 県



県⺠希望出生率

6

人口減少・
少子高齢化社会背景 県

理想より現実の子どもの数が少ない理由（⻑野県）

7

人口減少・
少子高齢化社会背景 県



理想より現実の子どもの数が少ない理由（⻑野県）

8

人口減少・
少子高齢化社会背景 県

国内異動の推移、男⼥・年代別の転出⼊者数

9

人口減少・
少子高齢化社会背景 県



65歳以上人口の割合（高齢化率）の推移

10

人口減少・
少子高齢化社会背景 県

⻑野県人口の将来展望

11

人口減少・
少子高齢化社会背景 県



Society5.0時代の社会像・求められる人材、学びの在り方
Society5.0

12

社会背景 全国

出典︓「令和の⽇本型学校教育」の構築を目指して〜全ての⼦供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、
協働的な学びの実現〜（答申）関連資料集（中央教育審議会）

Society 5.0において企業が求める能⼒・資質
Society5.0

13

社会背景 全国

出典︓教育振興基本計画（R5.6.16閣議決定）参考資料・データ集



労働需要の推計
Society5.0

14

社会背景 全国

出典︓教育振興基本計画（R5.6.16閣議決定）参考資料・データ集

学校のICT環境整備の現状（令和２（2020）年３⽉）
ICT環境

15

社会背景 全国

出典︓「令和の⽇本型学校教育」の構築を目指して〜全ての⼦供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、
協働的な学びの実現〜（答申）関連資料集（中央教育審議会）



⻑野県ICT教育推進センター 令和５年度の目標①
ICT環境

16

社会背景 県

出典︓⻑野県ICT教育推進センター

⻑野県ICT教育推進センター 令和５年度の目標②
ICT環境

17

社会背景 県

出典︓⻑野県ICT教育推進センター



ICT活用状況①
ICT環境

18

社会背景 県

出典︓令和４年度全国学⼒・学習状況調査 ⻑野県の結果（⻑野県教育委員会事務局）

ICT活用状況②
ICT環境

19

社会背景 県

出典︓令和４年度全国学⼒・学習状況調査 ⻑野県の結果（⻑野県教育委員会事務局）



ICT活用状況③
ICT環境

20

社会背景 県

出典︓令和４年度全国学⼒・学習状況調査 ⻑野県の結果（⻑野県教育委員会事務局）

ICT活用状況④
ICT環境

21

社会背景 県

出典︓令和４年度全国学⼒・学習状況調査 ⻑野県の結果（⻑野県教育委員会事務局）



ICT活用状況⑤
ICT環境

22

社会背景 県

出典︓令和４年度全国学⼒・学習状況調査 ⻑野県の結果（⻑野県教育委員会事務局）

ICT活用状況⑥
ICT環境

23

社会背景 県

出典︓令和４年度全国学⼒・学習状況調査 ⻑野県の結果（⻑野県教育委員会事務局）



不登校の現状
不登校

24

子どもの抱える困難 全国

不登校児童生徒数及び1,000人当たりの不登校児童生徒数の推移①
不登校

25

子どもの抱える困難 県

出典︓令和３年度児童⽣徒の問題⾏動・不登校等⽣徒指導上の諸課題に関する調査（⽂部科学省）から⻑野県教育委員会事務局で集計



不登校児童生徒数及び1,000人当たりの不登校児童生徒数の推移②
不登校

26

子どもの抱える困難 全国・県

出典︓令和３年度児童⽣徒の問題⾏動・不登校等⽣徒指導上の諸課題に関する調査（⽂部科学省）から⻑野県教育委員会事務局で集計

90⽇以上⽋席している不登校児童生徒及び⽋席⽇数別構成⽐
不登校

27

子どもの抱える困難 全国・県

出典︓令和３年度児童⽣徒の問題⾏動・不登校等⽣徒指導上の諸課題に関する調査（⽂部科学省）から⻑野県教育委員会事務局で集計



学年別不登校児童生徒数
不登校

28

子どもの抱える困難 全国・県

出典︓令和３年度児童⽣徒の問題⾏動・不登校等⽣徒指導上の諸課題に関する調査（⽂部科学省）から⻑野県教育委員会事務局で集計

不登校の要因
不登校

29

子どもの抱える困難 全国・県

出典︓令和３年度児童⽣徒の問題⾏動・不登校等⽣徒指導上の諸課題に関する調査（⽂部科学省）から⻑野県教育委員会事務局で集計



不登校児童生徒が学校内外で相談・指導等を受けた状況
不登校

30

子どもの抱える困難 全国・県

出典︓令和３年度児童⽣徒の問題⾏動・不登校等⽣徒指導上の諸課題に関する調査（⽂部科学省）から⻑野県教育委員会事務局で集計

自宅におけるICT等を活用した学習活動を指導要録上出席扱いとした児童生徒数

不登校

31

子どもの抱える困難 全国・県

出典︓令和３年度児童⽣徒の問題⾏動・不登校等⽣徒指導上の諸課題に関する調査（⽂部科学省）から⻑野県教育委員会事務局で集計



⻑期⽋席児童生徒数
不登校

32

子どもの抱える困難 県

出典︓令和３年度児童⽣徒の問題⾏動・不登校等⽣徒指導上の諸課題に関する調査（⽂部科学省）から⻑野県教育委員会事務局で集計

学校外での学びにおける支援、出席扱いの状況
不登校

33

子どもの抱える困難 県



不登校児童生徒等の多様な学びの場について
不登校

34

子どもの抱える困難 県

校種別いじめ認知件数及び1,000人当たりのいじめ認知件数①
いじめ

35

子どもの抱える困難 全国・県

出典︓令和３年度児童⽣徒の問題⾏動・不登校等⽣徒指導上の諸課題に関する調査（⽂部科学省）から⻑野県教育委員会事務局で集計



校種別いじめ認知件数及び1,000人当たりのいじめ認知件数②
いじめ

36

子どもの抱える困難 全国・県

出典︓令和３年度児童⽣徒の問題⾏動・不登校等⽣徒指導上の諸課題に関する調査（⽂部科学省）から⻑野県教育委員会事務局で集計

いじめ発⾒のきっかけ
いじめ

37

子どもの抱える困難 全国・県

出典︓令和３年度児童⽣徒の問題⾏動・不登校等⽣徒指導上の諸課題に関する調査（⽂部科学省）から⻑野県教育委員会事務局で集計



いじめの態様
いじめ

38

子どもの抱える困難 全国・県

出典︓令和３年度児童⽣徒の問題⾏動・不登校等⽣徒指導上の諸課題に関する調査（⽂部科学省）から⻑野県教育委員会事務局で集計

いじめの解消の状況・いじめ重大事態
いじめ

39

子どもの抱える困難 全国・県

出典︓令和３年度児童⽣徒の問題⾏動・不登校等⽣徒指導上の諸課題に関する調査（⽂部科学省）から⻑野県教育委員会事務局で集計



中途退学者数及び中途退学率の年度別推移
中退

40

子どもの抱える困難 全国・県

出典︓令和３年度児童⽣徒の問題⾏動・不登校等⽣徒指導上の諸課題に関する調査（⽂部科学省）から⻑野県教育委員会事務局で集計

事由別中途退学者数
中退

41

子どもの抱える困難 全国・県

出典︓令和３年度児童⽣徒の問題⾏動・不登校等⽣徒指導上の諸課題に関する調査（⽂部科学省）から⻑野県教育委員会事務局で集計



本県の小中学校における発達障がいの診断等のある児童生徒数の推移
発達障がい

42

子どもの抱える困難 県

発達障がいの診断を受けている公⽴学校の児童生徒の割合
発達障がい

出典︓発達障がいに関する実態調査（県教育委員会）
43

子どもの抱える困難 県



お世話をしている人の有無とその家族
ヤングケアラー

44

子どもの抱える困難 県

出典︓⻑野県ヤングケアラー調査結果報告書【概要版】（2022年12⽉）（⻑野県県⺠⽂化部こども若者局次世代サポート課）

お世話の頻度
ヤングケアラー

45

子どもの抱える困難 県

出典︓⻑野県ヤングケアラー調査結果報告書【概要版】（2022年12⽉）（⻑野県県⺠⽂化部こども若者局次世代サポート課）



お世話をしていることによる家や学校での生活に対する影響
ヤングケアラー

46

子どもの抱える困難 県

出典︓⻑野県ヤングケアラー調査結果報告書【概要版】（2022年12⽉）（⻑野県県⺠⽂化部こども若者局次世代サポート課）

周囲に期待する支援
ヤングケアラー

47

子どもの抱える困難 県

出典︓⻑野県ヤングケアラー調査結果報告書【概要版】（2022年12⽉）（⻑野県県⺠⽂化部こども若者局次世代サポート課）



ヤングケアラー支援に必要なこと
ヤングケアラー

48

子どもの抱える困難 県

出典︓⻑野県ヤングケアラー調査結果報告書【概要版】（2022年12⽉）（⻑野県県⺠⽂化部こども若者局次世代サポート課）

⻑野県の未成年者の自殺者数・自殺死亡率（人口10万対）の推移（〜R3）
自殺

49

子どもの抱える困難 全国・県



⻑野県の未成年者の校種別自殺者数（H29〜R3）
自殺

50

子どもの抱える困難 全国・県

未成年者の原因・動機別の自殺者数（H29〜R3）
自殺

51

子どもの抱える困難 全国・県



子どもの貧困率の推移・子どもがいる現役世帯の貧困率の推移
貧困
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子どもの抱える困難 全国

希望の進学先・希望の進学先への進学予定
貧困
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子どもの抱える困難 県



高校等・大学等進学率（R2.3〜R4.3卒業者の平均）
貧困
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子どもの抱える困難 県

児童虐待相談対応件数及び虐待の種別
児童虐待

55

子どもの抱える困難 全国・県

出典︓児童虐待相談対応状況及び配偶者からの暴⼒（DV）相談対応状況等について（⻑野県県⺠⽂化部こども若者局こども・家庭課）



相談の経路（児童虐待）
児童虐待
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子どもの抱える困難 県

出典︓児童虐待相談対応状況及び配偶者からの暴⼒（DV）相談対応状況等について（⻑野県県⺠⽂化部こども若者局こども・家庭課）

相談対応の内容（児童虐待）
児童虐待

57

子どもの抱える困難 県

出典︓児童虐待相談対応状況及び配偶者からの暴⼒（DV）相談対応状況等について（⻑野県県⺠⽂化部こども若者局こども・家庭課）



主な虐待者（児童虐待）
児童虐待
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子どもの抱える困難 県

出典︓児童虐待相談対応状況及び配偶者からの暴⼒（DV）相談対応状況等について（⻑野県県⺠⽂化部こども若者局こども・家庭課）

虐待を受けた児童の年齢（児童虐待）
児童虐待

59

子どもの抱える困難 県

出典︓児童虐待相談対応状況及び配偶者からの暴⼒（DV）相談対応状況等について（⻑野県県⺠⽂化部こども若者局こども・家庭課）



教員勤務実態調査（平成28年度）集計【確定値】
⻑時間勤務
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教員の抱える困難 全国

出典︓「令和の⽇本型学校教育」の構築を目指して〜全ての⼦供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、
協働的な学びの実現〜（答申）関連資料集（中央教育審議会）

教育職員の精神疾患による病気休職者数（令和元年度）
⻑時間勤務
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教員の抱える困難 全国



職種別 教師の１⽇当たりの在校等時間（時間︓分）
⻑時間勤務
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教員の抱える困難 全国

出典︓教員勤務実態調査（令和４年度）【速報値】（⽂部科学省）

教諭の１⽇当たりの在校等時間・持ち帰り時間①
⻑時間勤務
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教員の抱える困難 全国

出典︓教員勤務実態調査（令和４年度）【速報値】（⽂部科学省）



教諭の１⽇当たりの在校等時間・持ち帰り時間②
⻑時間勤務
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教員の抱える困難 全国

出典︓教員勤務実態調査（令和４年度）【速報値】（⽂部科学省）

教諭の１⽇当たりの在校等時間の内訳
⻑時間勤務
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教員の抱える困難 全国

出典︓教員勤務実態調査（令和４年度）【速報値】（⽂部科学省）



部活動の活動状況別の１⽇当たりの在校等時間（教諭 中学校）（時間︓分）

部活動指導
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教員の抱える困難 全国

出典︓教員勤務実態調査（令和４年度）【速報値】（⽂部科学省）

働き方改革に関する意識（満⾜度）
働き方改革
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教員の抱える困難 全国

出典︓教員勤務実態調査（令和４年度）【速報値】（⽂部科学省）



働き方改革に関する意識（業務別）
働き方改革

68

教員の抱える困難 全国

出典︓教員勤務実態調査（令和４年度）【速報値】（⽂部科学省）

働き方改革の取組状況（部活動の状況別）
働き方改革

69

教員の抱える困難 全国

出典︓教員勤務実態調査（令和４年度）【速報値】（⽂部科学省）










