
令和５年 月 日( ) 12:40～16:35

〒730-0052 広島市中区千田町三丁目７-47
TEL : 082-248-8848 FAX : 082-248-8840 
MAIL : sgcshinkou@pref.hiroshima.lg.jp
HP ：https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/center/

広島県立生涯学習センター（ぱれっとひろしま）

人生100年時代，Society5.0の到来，DXの急速な進展，新型コロナウイルス感染症への対応など，急速な

変化を続ける社会においては，生涯学習・社会教育の役割も，従来の枠にとどまらず，時代・社会の変化に

見合ったものに変化していくことが求められています。こうしたVUCAとも呼ばれる予測困難な時代に変化を

前向きに受け止め，未来の社会に向かっていくことが期待される今だからこそ，改めて「生涯学習・社会教

育の本質とは」の視点から，生涯学習・社会教育の果たしうる役割を再確認し，これから私たちに何ができ

るのか共に考えてみませんか。

お問合せ

申込締切：令和５年２月22日（水）
(1) パソコン，タブレット等を使用して，「広島県電子申請システム」でお申し込みください。

https://s-kantan.jp/pref-hiroshima-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=12094

右のQRコードからもアクセスできます。

(2) 申込完了後に，電子申請システムでの申込時に記入したアドレス宛に届く「申込完了通知メール」

をもって，参加決定の通知とします。

※参加申込みが多い場合は人数を調整させていただくことがあります。

主催 ： 広島県教育委員会／ 日本生涯教育学会（瀬戸内支部・生涯学習実践研究所広島支部）

生涯学習・社会教育の学習支援者・関係者，
「人づくり・つながりづくり・地域づくり」に関心のある方等，

どなたでもご参加ください！！

●オンライン希望者には「Zoom」の事前通信テストを行います。安心して御参加ください。
●プログラム内容については，裏面を御覧ください。

参加費
無料

対面 オンライン



令和４年度広島県生涯学習研究実践交流会

生涯学習・社会教育について今，改めて考える

日時：令和５年３月11日（土）12:40～16:35（ログイン・受付 12:10～）

講師

開 会

基調講演

分科会

総括・全体交流

閉 会

12:40～12:50

12:50～13:50

15:50～16:30

16:30～16:35

私たちの実践が語りかけるもの
～改めて「記憶」のもたらす意味を考える～

東京大学 文化・人間情報学コース 教授

山名 淳

大分大学大学院教育学研究科 教授 清國 祐二

14:05～15:35

（特別企画）

対話の部屋

コーディネーター
国立教育政策研究所総括研究官 志々田 まなみ

課題提供：「きたひろ学び塾～with 楽しく学ぶみんなの防災」
北広島町まちづくりセンター 主任主事 掛田 仁美
北広島町 危機管理監 野上 正宏

３

共生
コーディネーター
大分大学教育マネジメント機構基盤教育センター 教授 岡田 正彦

１

協治
コーディネーター
広島修道大学人文学部 教授，広島県生涯学習センター 生涯学習推進マネージャー 山川 肖美

事例発表１：「ビジョンを描こう！呼びかけてみよう！私たちがありたい姿はこんな感じだ！
～あさはらビジョンづくりワークショップ～」
廿日市市佐伯支所浅原市民センター 所長 中村 滿

事例発表２：「みんながつながる比和まるごと家族」
庄原市比和自治振興センター 事務局長 荒木 幹

２

プログラム

参加者の皆さんとの対話を通して，取組の課題を共有し，解決に
向けてのヒントを共に考えます。

町の地域課題の解決に向けて「ひとづくり」を進めようという趣旨のもと，
立ち上げられた「きたひろ学び塾」。活動を継続していく中，コロナ禍もあ
り，新たな課題にも直面しています。

モデレーター

さまざまな人やセクターが知恵と力を出し合い協働して地域をつくる
ことを「協治」と捉え，持続可能な地域であり続けるための「協治」と
「学ぶ」という営みとの関係について考えます。

事例発表１：「ブロックで考える防災」
東広島市教育委員会 生涯学習課 生涯学習推進員 長谷川 宣子

事例発表２：「『オレンジカフェこうよう』について
～認知症になっても安心して暮らせる地域づくりを目指して～」

広島市高陽公民館 公民館専門員 浮田 佳宏

さまざまな違いを有する人々が，学びを通して，それぞれの文化や
アイデンティティの多元性を互いに認め合い，対等な関係を築きな
がら，ともに生きることについて考えます。

（対面）会場：広島県情報プラザ（広島市中区千田町3－7－47）


