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はじめに 
 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部が改正され，平成２７年４月１日

から施行されたことにより，新しい教育委員会制度がスタートしました。 

今回の制度改正の趣旨の一つは，地方公共団体の長と教育委員会が十分な意思疎通

を図り，連携を強化しながら教育行政を推進していくことです。新たな制度では，地

方公共団体の長は総合教育会議において教育委員会と協議を行い，教育の振興に関す

る施策について，その目標や施策の根本となる方針を定める大綱を策定することが義

務付けられています。 

 

現在，教育現場においては，いじめや不登校，特別支援教育，家庭の貧困問題など，

教育行政だけでは解決できない様々な課題や問題があります。また，就学前児童や放

課後の子育て支援など，福祉や子育ての分野と教育が密接に関係する事案も多くあり

ます。災害や児童生徒が巻き込まれる事故など，不測の事態における対応も担当部局

との調整が必要になります。 

 

多様化，複雑化する様々な課題や事態に適切に対応していくためには，市長部局と

教育委員会がお互いにその接点を意識し，焦点を当てながら共通の認識を持ち，連携

を深めていく必要があります。 

目指すべき教育の姿を共有し，その実現のために一体となって取り組むことにより，

学びを通じた復興後の仙台のまちづくりや地域づくりを進めることができると考え

ております。 

 

今回，総合教育会議において教育委員会と協議を重ね，「仙台市教育の振興に関す

る施策の大綱」を策定しました。大綱に掲げる仙台の目指すべき教育の姿が実現でき

るよう教育委員会とともに全力を挙げて取り組み，市民の皆様からご理解をいただき，

信頼される教育行政を推進してまいりたいと考えております。 

 

 

仙台市長 奥山 恵美子 
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１ 大綱の策定について 
（１） 策定の趣旨 

現在の本市の教育行政は，平成２４年３月に策定した仙台市教育振興基本計

画に基づいて施策が進められています。この計画は，東日本大震災が発生した

ほぼ１年後に，震災による教育環境の変化なども踏まえて策定したものですが，

震災から４年余が経過し，復興が進んでいく中で，学校現場などにおいても様々

な課題や問題が生じてきました。 

このような状況を踏まえ，本大綱は，教育振興基本計画をベースとしながら

も，復興後を見据えた教育行政の方向性や目標を明確にするとともに，本格的

に到来する人口減少社会へ対応した教育といった視点も加え，総合教育会議に

おいて教育委員会との協議・調整の上，策定いたしました。 

 

（２） 大綱の位置づけ 

  ○本大綱は，「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第１条の３の規定に

基づき，本市の教育施策の基本方針を定めるものです。 

  ○本大綱を策定するにあたっては，「教育基本法」第１７条第１項に規定する国

の教育振興基本計画の基本的な方針を参酌しています。 

 

（３） 大綱の期間 

   策定時から平成３２年度までとします。 
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２ 仙台市の教育の課題 
（１）継続的な課題 

 ①学力・体力の向上 

社会状況が大きく変化する中で，子どもたちが社会の中で自立し，たくましく

生き抜いていくためには，基礎的な知識や技能，思考力・判断力・表現力などの

応用力，主体的に学ぼうとする学習意欲を育むとともに，体力向上につながる運

動習慣や規則正しい生活習慣，食習慣などを身に付けさせ，健やかな体を育成し

ていく必要があります。 

 

 ②いじめ・不登校対策の充実 

いじめや不登校の問題に対しては，命を大切にする心や他人を思いやる心など，

子どもたちの豊かな心を育み，自己肯定感を高め，その未然防止を図るとともに，

重大な事態にならないよう早期発見・早期対応に取り組むことが必要です。また，

問題の要因や背景は多様であることから，それぞれの問題に応じた適切な対応を

図る必要があります。 

 

 ③教職員の資質向上 

子どもたちを取り巻く社会状況や家庭環境の変化により，教職員に求められる

役割が多様化，複雑化しています。実践的な指導力向上のための研修を充実させ

るほか，教職員一人ひとりが自己研さんにより絶えず資質，能力の向上に努める

とともに，学校教育に携わる者として，しっかりとした自覚のもとコンプライア

ンス意識を持って行動することが求められています。 

 

（２）被災地としての課題 

 ①被災児童生徒の心のケア 

阪神淡路大震災においては，震災から十数年間にわたって児童生徒の心のケア

が必要だったとの報告があります。今後も，児童生徒の成長や発達に大きな障害

とならないよう，一人ひとりの状況を把握するとともに，それぞれの状況に応じ

た長期的・継続的な心のケアを計画的に行っていく必要があります。 

 

 ②被災児童生徒を取り巻く環境の変化 

復興公営住宅への入居や防災集団移転が進む中，被災児童生徒やその保護者の

家庭環境や生活環境は大きく変化しています。特に児童生徒の中には，不安を抱

えながら転校をする場合もあることから，新しい学校生活を円滑に始めることが

できるよう，受け入れる学校において一人ひとりにしっかりと向き合い，きめ細

かな対応を継続して行うことができるよう，支援体制を整えていくことが求めら

れています。 
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 ③震災の記憶の風化 

東日本大震災から４年余りが経過し，震災の記憶の風化が指摘されています。

震災で得た教訓や復興への取組みを通じて得た貴重な経験を生かしながら，震災

体験の有無にかかわらず，子どもを含めたすべての市民が災害に対して的確に主

体的に対応することができるよう，生涯にわたって防災意識や防災対応力を高め

るとともに，震災の教訓や体験を未来の子どもたちに伝えていく取組みが求めら

れています。 

 

（３）社会変化や家庭状況の変化に伴う課題 

 ①児童生徒数の減少に伴う小規模校化等 

全国的な少子化に伴い，本市においても児童生徒数が減少し，学校の小規模校

化に伴う「クラス替えができず人間関係が固定化しやすい」，「大きな集団を前提

とした活動ができない」などの課題が生じています。今後到来する本格的な人口

減少社会の中で，子どもたちにとって望ましい教育環境を確保するために，それ

ぞれの学校の事情に応じた適切な対応を行う必要があります。 

 

②子どもの規範意識や社会性の欠如 

情報化の急速な進展により，インターネットやスマートフォン等を通じたコミ

ュニケーションが進む一方で，価値観やライフスタイルの多様化などにより地域

社会のつながりや支え合い，人間関係の希薄化が進んでいます。こうした状況は，

規範意識や社会性の欠如など子どもたちの成長にも影響を及ぼしており，学校・

家庭・地域が連携しながら，社会全体の教育力の向上を図る必要があります。 

 

③教育格差や子どもの心身の成長・人格形成への影響 

雇用形態の多様化などを背景とした所得格差の拡大により，子どもの貧困やそ

のことを原因とする教育格差が大きな社会問題になっています。また，親などに

よる子どもへの虐待も深刻な社会問題となっており，子どもの心身の成長や人格

形成に大きな影響を与えています。こうした問題に対応するため，福祉や子育て

などの施策と連携を図りながら，学習面や生活面における支援などを適切に講じ

ることが求められています。 
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３ 基本方針 

（１）学力・体力の向上や規範意識の醸成などを核とする学校教育施策への支援 

子どもたちを取り巻く環境が急速に変化する中，複雑化・高度化する社会で生き

抜いていくためには，「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」の３つをバランス

よく身に付け，社会的に自立するとともに，国内外を見渡す広い視野を持ちながら，

自分の夢や希望に向かって行動する力を引き出す教育が必要です。 

本市の未来を担う子どもたち一人ひとりが，健やかに成長し，確かな学力を身に

付け，社会を生き抜く力を育むとともに，社会的に自立し，社会のルールやマナー

を身に付け，他人を思いやる心を育む道徳教育の充実に向けた取組みを支援します。 

また近年，障害や食物アレルギーなどハンディを有する子どもや，貧困や虐待な

ど家庭的な問題を抱える子どもたちが増えております。こうした子どもたちへの対

応は，それぞれの状況に応じてきめ細かく行わなければなりませんが，学校教育だ

けでの対応には限界があることから，教育委員会と市長部局が連携して取り組んで

いきます。 

いじめや不登校も大きな課題です。学校・家庭・関係機関の密な連携による対策

の推進により，事後対応だけではなく，早期発見・早期対応，さらには未然防止・

予防のための取組みを進めます。 

 

（２）地域と連携した家庭の教育力向上の支援 

家庭は子どもたちの健やかな育ちの基盤であり，家庭での教育は，保護者が子ど

もたちに基本的な生活習慣，社会規範，他人に対する思いやりや善悪の判断，自立

心や自制心など，子どもたちが生きる力の資質や能力を身に付けていく基礎をつく

るために重要な役割を担うもので，すべての教育の出発点になるものです。 

しかし，現代の社会は，家庭環境の多様化や子育て世帯と地域とのつながりの希

薄化などにより，充実した家庭教育を行うことが困難な状況があります。家庭の自

主性を尊重しつつ，社会全体で子どもたちの健やかな育ちを支え，学ぶ土台をつく

る家庭教育を応援します。 

また，子どもを持つ親たちが自信を持って家庭教育を行えるよう，子どもたちと

の関わり方や基本的な生活習慣などについて気軽に相談したり，話し合ったりする

ことができる場が必要です。地域と連携し親の学ぶ機会や親子のふれあいを深める

機会を支援する取組みを進めます。 

 

（３）市民の継続的な学びの創出と市民力の育成 

情報化，国際化，少子高齢化の進展など社会の状況はめまぐるしく変化し，人々

の価値観やライフスタイルも多様化しています。こうした現代社会において，市民

一人ひとりが生涯を通じて学び続けることにより，多様な個性や能力を伸ばし，自

己実現を図りながら豊かな人生を送ることが重要です。また，市民一人ひとりが将

来にわたって自立しながら社会に関わり，地域課題に取り組み続ける市民力を高め
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る必要があります。 

仙台には，様々な教育施設をはじめ，豊かな自然や歴史など多くの学びの場や資

源があります。これらをフルに活用しながら社会教育の充実，活性化を図るため，

市民一人ひとりのライフステージに応じた学びとネットワークづくりを支援し，す

べての市民が生涯を通じて社会を生き抜く力を身に付ける学びを支えていきます。

また，学びを通じた市民同士のつながり，団体間のつながりを支えるとともに，学

びの成果を社会の中で発揮できるような仕組みづくりに取り組みます。 

人口減少社会において経済活動が縮小する中，心の豊かさを得るために文化や芸

術に接したり，活動に取り組んだりすることも有意義なことです。文化・芸術活動

を通した市民の学びや交流の機会を支援することで，市民の豊かな生活と活力ある

まちづくり，地域づくりを目指します。 

 

（４）地域づくりに資する学校や社会教育施設など教育資源の有効活用 

都市化の進展や家族形態の変化により，地域の人間関係の希薄化が進み，人との

関わりや多様な環境から学ぶ機会が減少しています。子どもたちの豊かな成長を支

えるためには，学校と地域が連携して子どもたちを見守り育んでいく必要がありま

す。 

本市では，家庭・地域・学校が一体となって地域ぐるみで子どもを育てる「地域

とともに歩む学校づくり」を目標に掲げその取組みを進めており，こうした家庭・

地域・学校が連携して学ぶことができる環境を創出することにより，子どもたちを

地域全体で支えていくとともに，子どもたちを中心とした地域づくりを推進します。 

また地域では，市民が主体となって取り組んでいる様々な自主的な活動による学

びが行われています。こうした学びは，市民一人ひとりの教養やスキルを高めるだ

けでなく，活動を通して人と人，人と社会のつながりを生み出します。本市の社会

教育施設の機能を充実させ，学校教育や地域活動への活用を促進させるとともに，

企業や大学，医療や福祉施設など地域を構成する様々な主体と連携を図りながら，

学びを通じた地域コミュニティ形成の支援を行うことにより地域のつながりを深

め，地域の活性化につなげていきます。 

 

（５）安全・安心な教育環境の構築 

学校は子どもたちの学習，生活の場であるとともに，地域コミュニティの核とな

る施設でもあり，災害発生時には，地域住民の避難施設としての機能も有していま

す。また，社会教育施設は，市民一人ひとりの学びの場であるとともに，地域の人

たちが集い，交流し，活動する拠点施設でもあります。市民から信頼される安全・

安心な学びの場の整備を進め，子どもたちが充実した学校生活を送ることができる

ようにするとともに，市民の学びの環境の質を高め，機能を充実，向上させていき

ます。 

また，教育施設の適正な保全・更新を計画的に進め，老朽化した施設の長寿命化
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を図るとともに，良好な教育環境を創出するための施設整備，改善に努めます。 

情報化の進展により，社会には多くの情報があふれ，情報漏えいやネット上のい

じめ・犯罪などの問題が発生しています。子どもたちが情報に関する事故やトラブ

ルに巻き込まれることがないよう，安全な教育環境を整備するとともに，保護者と

連携した情報モラルに関する教育を支援するなど，急速に進展する情報社会に対応

する教育の充実を図ります。 

 

（６）復興後を見据えた教育の推進 

震災から４年余りが経過し，本市の復興は新たな段階に進んでいますが，被災者

の生活再建に伴う住居の移転や学校の転校など，子どもたちの生活環境が大きく変

化しています。震災を経験し，子どもたちは大きな衝撃を受けストレスを抱えてお

り，家庭生活や学校生活において，長期にわたる見守り，支援が必要です。子ども

たちが置かれている状況は様々であり，被災した子どもたち一人ひとりを支える取

組みを推進し，それぞれの状況に応じた継続的，長期的な支援を行います。 

特に学校現場においては，平成 29 年度から県費負担教職員の権限移譲が実施さ

れることから，こうした機会なども捉えながら，教職員が子どもに向き合える体制

づくりを進めるとともに，教職員の資質向上を図り，いじめや不登校，ハンディを

抱える児童生徒への対応など，様々な課題や問題にもしっかりと対応できるよう，

教育委員会の取組みを支援していきます。 

震災を経験した私たちは，震災の記憶と経験，震災の脅威と復興への取り組みを

未来に伝える必要があります。また，地域の歴史や自然のメカニズムを理解すると

ともに，災害の脅威を五感を通じた体験により学び，今後の災害に対して自らが判

断，行動する力を身に付ける必要があります。自然を正しく捉え防災力を高めると

ともに，後世に震災の教訓を伝えるための取組みを推進します。 

 

（７）人口減少社会に対応した教育の取組み 

これからの人口減少社会に対応し，活力のある地域を維持していくために教育は

重要な役割を担っています。生涯を通じた多彩な学びの環境を整備し，活用してい

くことは，都市の魅力や活力を高めることになり，まちづくりや地域課題解決の担

い手を育成する取組みや，地域で子どもたちを支える取組みを進めることは，地域

のきずなを深め，地域を活性化させることにつながります。 

そして，本市が将来においても持続的に発展し続けるためには，子どもたちの健

やかな成長を支え，たくましく「生きる力」を育むだけでなく，子どもたちが仙台

に暮らし続け，まちづくりや地域づくりを担ってもらうようにする必要があります。

仙台の歴史や伝統文化，食に親しみ，郷土に対する理解を深め，愛着や誇りを持つ

ことや，地域や社会と関わることの大切さを学ぶことは，将来仙台を定住の地とし

て選ぶための一助になります。子育て，福祉，住宅，雇用など，暮らしやすいまち

づくりに必要な施策を充実するなど，子どもたちが仙台で「育ち・学び・働き・住
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み」続けるための取組みを推進し，人づくりとまちづくりが相互に作用し循環する

中で，仙台のまちが持続可能な発展を遂げることができるよう取り組みます。 

人口減少社会において児童生徒数が減少する中，子どもたちの教育環境の維持向

上を図るために，学校の統廃合や学区線の見直しなどは避けては通れない課題とな

ります。学校は教育の場であるとともに，地域コミュニティの核となる施設でもあ

り，多くの地域では，町内会活動をはじめとした活動が学区単位で行われています。

学校や学区のあり方について検討を行う際には，こうした観点も十分に踏まえなが

ら地域との協議を進めていきます。 

 

本市の未来を担う子どもたちが健やかに成長するためには，すべての子どもたち

が将来の夢と希望を持つことができる環境が必要です。子どもの育った環境により，

将来が左右されたり，心身の成長に悪影響が及ぶことのないよう，福祉や子育ての

施策とも連携しながら，子どもが置かれている状況に関わらず安心して学べる環境

づくりを進めます。 

また，現代の子どもたちは，核家族化の進展や地域のつながりの希薄化などによ

り，異世代との交流が少なくなっています。子どもたちが暮らす地域の中には，豊

かな知識と経験を持つ元気な高齢者がたくさんいます。高齢者と子どもたちの触れ

合いは，子どもたちの社会性を育み，心身の健やかな成長を助けるだけでなく，高

齢者自身の生きがいづくりにもなります。地域や学校における高齢者の生きがいに

つながる子どもとの世代間交流を支援し，豊かな地域社会の創出を目指します。 
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４ 施策の進め方 
（１）市長と教育委員会の一層の連携 

   教育に関する課題に対応し，各施策を進める上では，まちづくりや地域づくり，

福祉や子育てなど様々な分野で市長と教育委員会が連携を行っていく必要があ

ります。市民にとって各施策が効果的な取組みとなるよう，総合教育会議の場を

活用するなどこれまで以上に相互に連携を緊密にし，組織横断的な取組みを進め

ます。 

 

（２）学校，家庭，地域が一体となった取組み 

   学校教育や生涯学習という枠組みに関わらず，教育施策を進めるにあたっては，

地域社会が一体となった取組みが欠かせません。今後も，学校や社会教育施設と

いった教育資源はもとより，仙台の歴史や伝統，豊かな自然などの学びの資源を

生かしながら，学校，家庭，地域による子どもの育ちや地域のきずなづくりを進

めます。 

 

 


