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第１部 総説

１ 計画のねらい

Society5.0をめぐる動きや、人生100年時代における職業人生の長期化、人口減少の本格化など、経済・社会環境が変化する中、
持続的な産業発展を図っていくためには、「学び」により一人ひとりが職業能力を高め、生産性向上を図っていくことが重要です。

本計画は、本県の基幹産業である「ものづくり分野」及び幅広い業種にニーズの高い「情報分野」を中心とした人材育成を基本
に、アフターコロナも見据え、国、県、民間との連携・役割を踏まえつつ、県が取り組むべき産業人材育成の方向性を示すことを
目的に策定するものです。

２ 計画の位置付け

本計画は、職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）の規定に基づき、国の職業能力開発基本計画との整合を図るとともに、
県の総合計画「しあわせ信州創造プラン2.0」、産業振興ビジョンである「長野県ものづくり産業振興戦略プラン」、長野県就業
促進・働き方改革戦略会議において策定した「長野県就業促進・働き方改革基本方針及びアクションプラン」等を踏まえ策定する
ものとします。

３ 計画期間

本計画の期間は、令和３年度（2021年）から令和７年度（2025年）までとします。
なお、産業界の動向、雇用情勢の変化に注視し、随時、本計画の点検を行い、具体的施策が適切に実施できるよう必要に応じて

見直しを行います。
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第１部 総説

４ 長野県産業人材育成プラン1.0（第10次長野県職業能力開発計画）の総括

プラン1.0では、平成28年度（2016年）から令和２年度（2020年）までの５年間の職業能力開発の基本目標を掲げており、その進
捗状況は以下のとおりです。

基本目標 数値目標（R2目標） H27
取組実績

進捗状況
H28 H29 H30 R元 R2

1 生産性向上に向けた人材育成の強化 スキルアップ講座の受講者数 2,075人 1,862人 2,024人 2,134人 1,988人 2,110人
904人

(※)
概ね達成

2
「全員参加社会の実現加速」に向けた
職業能力底上げの推進

女性の多様な働き方に対応した
訓練コース数

12コース ７コース 12コース 15コース 30コース 27コース 13コース 達成

3
産業界のニーズや地域の創意工夫を
活かした人材育成の推進

スキルアップ講座のオーダー
メイド講座数

60コース 49コース 73コース 34コース 23コース 36コース 13コース 未達成

4
人材の最適配置を実現するための
労働市場インフラの戦略的展開

成長期待分野・人材不足分野の
新規コース数

延べ
5コース

ー
延べ

１コース
延べ

１コース
延べ

１コース
延べ

３コース
延べ

5コース
達成

5 技能の振興
信州ものづくり未来塾(当時)の
開催講座数

100講座 ー 86講座 87講座 90講座 95講座
93講座

(※)
概ね達成

6

工科短期大学校及び技術専門校の
就職支援体制の充実

工科短期大学校就職率 100% 100％ 100％ 100％ 99.0％ 98.0% 97.3％ 概ね達成

7 技術専門校（学卒者訓練）就職率 95% 93.4％ 91.8％ 95.6％ 92.6％ 95.9% 92.2％ 概ね達成

8 技術専門校（離職者訓練）就職率 80% 61.5％ 97.7％ 97.1％ 84.0％ 74.1％ 81.4％ 達成

数値目標８項目のうち、３項目において目標を「達成」、４項目において「概ね達成」、１項目について「未達成」となっており、
この結果を踏まえてプラン2.0の取組につなげていきます。

※新型コロナウイルス感染症の影響に伴う講座中止により未達成
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第２部 現状と展望

１ 社会経済環境の変化

(1) 人口及び生産年齢人口の減少

 本県の人口及び生産年齢人口は今後も減少傾向

• 長野県の人口 222万人(2000)⇒210万人(2015)⇒147万人(2100推計※)

• 生産年齢人口 141万人(2000)⇒120万人(2015)⇒  82万人(2100推計）

• 出生数 34,152人(1974)⇒21,194人(2000)⇒13,553人(2019)

出典：長野県総合５か年計画「しあわせ信州創造プラン」

(2) 産業構造及び就業構造の状況

 本県の基幹産業である「ものづくり分野」

• 県内総生産(名目，H30) 8兆5,976億円

• うち製造業 2兆5,665億円(全体の29.9％)

• 就業者数(H30) 1,118,108人

• うち製造業 246,277人(全体の22.0％)

 恒常的な人手不足分野の発生

• 職業別有効求人倍率（R3.3月）

建設・採掘職業 5.63倍

介護関連の職業 2.65倍

ＩＴ関連の職業 1.54倍

生産工程の職業 1.15倍

 年齢区分別の人口推移

 県内総生産の経済活動別構成比

出典：長野県県民経済計算
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※人口減少に歯止めをかける政策により、将来、合計特殊出生率が回復し、社会増減がゼロになった場合でも、
2080年頃までは減少が続き、その後は150万人程度で横ばいとなる見込み。



第２部 現状と展望

(3) 新型コロナウイルス感染症の影響

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により県民生活や産業・経済活動に深刻な影響

 急激に悪化した雇用情勢は、令和２年８月以降回復傾向にあるが、回復が遅れている産業分野も

• 有効求人倍率 1.74倍(H30.8月)⇒1.02倍(R2.8月)⇒1.25倍(R3.3月）

• 休業者数（全国） 187万人(R2.3月)⇒647万人(R2.4月)⇒225万人(R3.1月)

• 令和２年度の国内総生産(GDP)は、実質GDPの成長率が-4.6％とリーマン・ショック時を超え戦後最大の落ち込み

• 全国的に女性の非正規雇用労働者が大幅に減少。産業別では宿泊・飲食業、年齢別では35～54歳の減少幅が大きい

 有効求人倍率の推移

出典：最近の雇用情勢（長野労働局）
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(4) 年齢階級別の就業状況  年齢階級別就業者数の推移

出典：国勢調査（総務省）

 15歳以上の就業者数は平成17～27年度の10年間で７％減少

 年齢階級別の構成比では、15～34歳の若年層においては同10年間で5.8ポイント減少した一方、

55歳以上の中高年層は2.5ポイント増加

• 15歳以上の就業者数（H27国勢調査） 115.1万人(H17)⇒ 107万人(H27) ▲ 7％

• 年齢階級別就業者数 15～34歳 30.4万人(H17)⇒22.1万人(H27) ▲27％

55歳以上 38.4万人(H17)⇒38.4万人(H27) ± 0％

• 年齢階級別就業者の構成比 15～34歳 26.4％(H17)⇒  20.6％(H27) ▲5.8ポイント

55歳以上 33.4％(H17)⇒  35.9%(H27) ＋2.5ポイント



第２部 現状と展望

(5) 非正規雇用労働者の状況

 雇用者（役員を除く）に占める非正規の職員・従業員の割合は約４割

 非正規の職員・従業員の割合は男性で約２割である一方、女性では５割を超えている

• 雇用者（役員を除く）に占める非正規の職員・従業員の割合（H29就業構造基本調査）

全体 38.8％(H24)⇒37.6％(H29)

男性 20.8％(H24)⇒20.9％(H29)

女性 58.1％(H24)⇒55.7％(H29)

出典：就業構造基本調査（総務省）

(6) 若年無業者の状況

 雇用者（役員を除く）に占める非正規の職員・従業員の割合

 15～34歳人口に占める若年無業者の割合
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 15～34歳人口のうち、無業者は8,600人（15～34歳人口の2.4％）

 そのうち男性は6,300人（同3.3％）、女性は2,400人（同1.4％）

• 15～34歳人口に占める若年無業者の割合（H29就業構造基本調査）

全体 2.6％(H24)⇒  2.4％(H29)

男性 3.2％(H24)⇒  3.3％(H29)

女性 2.0％(H24)⇒  1.4％(H29)

出典：就業構造基本調査（総務省）



第２部 現状と展望
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(7) 女性の就業状況

 長野県の女性の有業率は52.6％と全国第５位

 25～34歳の女性の有業率は上昇しており「M字カーブ」は改善傾向

• 女性の有業率（H29就業構造基本調査） 51.1％(H24)⇒56.4%(H29)

• 年齢階級別有業率 25～29歳 71.6％(H24)⇒80.1％(H29)

30～34歳 70.0％(H24)⇒76.6%(H29)

• 全国との比較では、15～19歳、20～24歳、25～29歳の区分で全国

平均を下回る

 女性有業率の推移  女性有業率 全国との比較（平成29年度）

出典：就業構造基本調査（総務省）出典：就業構造基本調査（総務省）

(8) 障がい者の就業状況

 障がい者の就職件数は10年連続で過去最高を更新

 特に精神障がい者の就職件数が増加

• 障がい者の新規求職申込件数 3,685件(H27)⇒ 4,200件(R元)

• 障がい者の就職件数 1,981件(H27)⇒ 2,182件(R元)

 新規求職申込件数の推移  就職件数の推移

出典：労働市場年報（長野労働局）出典：労働市場年報（長野労働局）



第２部 現状と展望
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(9) 高年齢者の就業状況

 長野県の65歳以上高齢者の有業率は全国１位

• 高齢者の有業率（H29就業構造基本調査） 27.8％(H24)⇒ 30.4%(H29)

• 県内の31人以上規模企業における60歳以上の常用労働者数（年齢階級別）

60～64歳 25,181人(H27)⇒30,187人(R2)

65～69歳 9,838人(H27)⇒15,311人(R2)

70歳以 上 2,981人(H27)⇒ 8,223人(R2)

 年齢別常用労働者の推移（31人以上規模の企業の状況）

出典：長野県の高年齢者の雇用状況（長野労働局）

(10) 外国人労働者の状況

 県内の外国人労働者数は、人手不足の状況を背景に平成26年以降増加傾向にあったが、

令和２年は６年ぶりに減少

 外国人を雇用している事業所数は、過去最多を更新

 外国人雇用事業所数・外国人労働者数の推移

出典：「外国人雇用状況」の届出状況（長野労働局）



第２部 現状と展望

(11) 技能継承の取組状況

 国の全国調査では、約４割の事業所が「技能継承に問題がある」と回答。特に「建設業」及び「製造業」で「問題あり」の割合が高く、６割を超える

 ８割以上の事業所が技能継承の取組を行っている。企業規模別では、「30～49人」で取組の割合が特に低く、全体平均を９ポイントほど下回る

• 技能継承の取組を行っている事業所（全体）（R元 能力開発基本調査） 84.6％

• 〃 （企業規模別） 30～49人 75.4％、50～99人 84.6％、100～299人 87.5％、300～999人 90.3％、1,000人以上 87.7％

 技能継承の問題の有無

出典：能力開発基本調査（厚生労働省）

出典：能力開発基本調査（厚生労働省）

 「技能継承に問題がある」と回答した事業所の割合（産業別・規模別）

 技能継承の取組を行っている事業所の割合（産業別・規模別）

出典：能力開発基本調査（厚生労働省）
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第２部 現状と展望
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• 2015年 1,196千人 ⇒ 2030年（見込み） 1,041千人 △155千人

• 一定の要件のもとで経済成長を続けていくと仮定

就業促進や多様な働き方の導入、就職氷河期世代など就労が困難な状況にある方への支援など、人材の不足を補うための

様々な取組により

【生産年齢人口】

2030年には最大75,000人が不足する
可能性がある

高齢者・高年齢層

若 者
Ｕターン就職率、県内大学生等の県内就職率の向上

移住者
単年度の移住者数2,400人を維持

しあわせ信州創造プラン2.0の目標達成で
(Ｕターン就職率45%等)

障がい者

女 性

約1.4万人増

約2.3万人⇒約2.8万人
約0.5万人増

約４万人増
60代の労働力率を5歳前の世代の率まで引き上げると

15～54歳の労働力率を全国第１位に引き上げると
約1.3万人増

民間企業が法定雇用率100％を達成すると
約1,100人増

2030年までに

約6.6万人⇒約8.0万人

約15.2万人⇒約19.2万人

約41.3万人⇒約42.6万人

約6,700人⇒約7,800人

(12) 労働力不足への対応（「長野県就業促進・働き方改革基本方針」から抜粋）

 将来必要な労働力を確保するため、若年層に加え、高齢者、女性の就業促進や障がい者の一般就労の促進等の取組が求められる



第２部 現状と展望

(1) 人材育成の状況

• 人材育成で対応が必要な項目

「就労意識の多様化」「デジタル技術の進展」への対応が上位

• 社員の職業能力開発の現状と方針

現状は主として会社主導の職業能力開発が行われているが、今後は社員の

自律的な職業能力開発を重視する傾向

出典：長野県「景気動向調査付帯調査(R2.10月）」

２ 県内企業における人材育成ニーズ

全体(A+B) 製造業（A) 非製造業(B)

1 就労意識の多様化 59% 62% 54%

2 デジタル技術の進展 46% 50% 41%

3 職業人生の長期化 35% 36% 34%

4 グローバル化の進展 18% 25% 8%

5 外部との連携の広がり 17% 19% 13%

6 特になし 8% 5% 11%

7 その他 1% 1% 1%

対応が必要な項目(上位３項目)

出典：長野県「景気動向調査付帯調査(R2.10月）」

(2) 人材育成に関する問題点

 ほとんどの企業が人材育成に関して何らかの「問題がある」と認識

• 「指導する人材が不足している」「社内に統一されたマニュアルがない」「人材育成にかける時間

がない」が上位。「問題に感じていることはない」は全体の１割未満

 人材育成で感じている問題

出典：長野県「人材育成ニーズに関するアンケート調査(R3.3月）」
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職業能力開発の現状 正社員 非正社員 職業能力開発の方針 正社員 非正社員

会社主導（多くの社員・総じて） 78% 71% 会社主導の職業能力開発を基本 52% 49%

社員主導（多くの社員・総じて） 17% 12% 社員の自律的な職業能力開発を基本 40% 26%



第２部 現状と展望

(3) 業界において今後特に必要なスキル

 実践的な技術・技能に加え、課題解決能力を重視する企業が多い

• 「課題解決スキル」「コミュニケーションスキル」「職種に特有の実践的スキル」が上位

 業界の発展にとって、今後特に対応が必要と考える能力開発

出典：長野県「人材育成ニーズに関するアンケート調査(R3.3月）」

(4) デジタル技術の導入状況とデジタル人材の育成方針

 ほとんどの企業で、生産性の向上を目的にデジタル技術を導入

• 導入している業務は「会計管理」「開発・設計」「生産・施工管理」が上位。「導入していない」は全体の３％未満

• 今後新たに導入を考えているデジタル技術は「AI」「クラウドサービス」「RPA」「IoT」が多い

• 約８割の企業が、デジタル人材を確保するため既存の従業員にリスキリング(OJT・OFF-JT)の実施を検討

 デジタル技術を導入した目的

 デジタル技術を導入している業務  今後、新たに導入を考えているデジタル技術  デジタル技術の活用を担う人材の確保

出典：長野県「人材育成ニーズに関するアンケート調査(R3.3月）」
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第２部 現状と展望

(5) 従業員の自律的なキャリア形成への支援の状況

 ほとんどの企業が、従業員の自律的なキャリア形成への支援は必要と認識

• 約８割の企業が、従業員の自律的なキャリア形成への支援を「実施している」または「実施に向けて準備している」

• 支援の内容は「受講料や受験料への補助」や「研修等の情報提供」が多い

• 従業員のキャリア形成に関して行政に期待する支援も「受講費用等への助成」や「情報提供」が多い

 従業員の自律的なキャリア形成への支援状況  実施または検討している支援  従業員のキャリア形成に関して行政に期待する支援

 支援について問題に感じていること

出典：長野県「人材育成ニーズに関するアンケート調査(R3.3月）」
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３ 取組の視点

生産年齢人口が減少する中で、本県経済が持続的に成長していくため、次の視点を考慮しながら、労働者一人ひとりの技能・技術を
高め、労働生産性を向上させていく職業能力開発施策を計画的に展開します。

■新たな日常や産業集積等に対応したデジタル人材育成の強化

• Society5.0(注１)の実現に向けた経済・社会の構造改革等の進展に加え、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を背景に、社会全体のデジタルトランス
フォーメーション(注２)（以下、「DX」という）の加速化が見込まれます。

• 本県においても「長野県DX戦略」を策定し、長野県全体のDXに取り組んでいる他、IT産業の集積を図る「信州ITバレー構想」の取組も進められてお
り、デジタル技術の活用に関する知識やスキルがこれまで以上に重要となります。

■社会経済環境の変化に対応した求職者、在職者に対するリカレント教育の充実

• 人生100年時代を迎え、職業人生の長期化や働き方の多様化が見込まれる中、労働者が産業技術や社会環境の変化に対応するための知識やスキルを、
生涯を通じて学び続けることができるリカレント教育等の環境整備が求められます。

• 一人ひとりの希望や能力、価値観等に応じた多様な働き方ができ、誰もが活躍できる「全員参加型社会」を実現することが重要です。これは、人口が
減少する中で経済・社会を維持・発展させていくことにもつながります。

• 新型コロナウイルス感染症が県民の日常生活や経済活動に深刻な影響をもたらす中、「雇用のセーフティネット」としての公共職業訓練の充実が求め
られます。

■技能が尊重され、若者が技能者を目指す社会づくり

• 地域産業の持続的発展のため、技能が尊重される社会、職人が活躍し若者が職人を目指す社会を創造することが必要です。

■官民の役割分担と連携強化

• 「民間機関と公的機関の役割分担」を明確にし、民間機関と公的機関の連携協力や公的機関相互の連携を一層進め、より県民が利用しやすい体制を構
築する必要があります。

（注１）必要なもの・サービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供し、社会の様々なニーズにきめ細かに対応でき、あらゆる人が質の高いサービスを受けられ、年齢、性別、地域、言語と
いった様々な違いを乗り越え、活き活きと快適に暮らすことのできる社会。

（注２）「デジタル技術」と「データ」を活用して、既存の業務プロセス等の改編を行い新たな価値を創出して新たな社会の仕組みに変革すること。

第２部 現状と展望
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第３部 基本施策

「第２部 ３ 取組の視点」を踏まえ、「基本施策の柱」として以下の４つを掲げ、施策を展開します。

取組の視点 基本施策の柱

新たな日常や産業集積等に対応したデジタル人材
育成の強化

産業構造・社会環境の変化を踏まえた職業能力開発の推進

社会経済環境の変化に対応した求職者、在職者に
対するリカレント教育の充実

労働者の自律的・主体的なキャリア形成の推進

全員参加型社会の実現に向けた職業能力開発の推進

技能が尊重され、若者が技能者を目指す社会づく
り

技能振興・継承の促進
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【本計画におけるSDGsの位置付け】

本県はSDGsの達成に向けて優れた取組を提案する「SDGs未来都市」として、平成30年６月、他の28自治体とともに全国で初めて
国から選定されています。

「第３部 基本施策」の計画的な実施により、SDGsの各ゴールの達成を目指します。

基 本 施 策
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産業構造・社会環境の変化を踏まえた職業能力開発の推進

1 Society5.0の到来を見据えたデジタル人材育成の強化 ● ● ● ● ●

2 技術の高度化に寄与する人材育成の推進 ● ● ● ●

3 持続可能な社会づくりに資する人材育成の推進 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

労働者の自律的・主体的なキャリア形成の推進

1 リカレント教育による新たな職業能力の開発 ● ● ● ●

2 職業人生の長期化を見据えたキャリア形成支援 ● ● ● ●

全員参加型社会の実現に向けた職業能力開発の推進 ● ● ● ● ● ● ● ●

技能振興・継承の促進 ● ● ● ● ●
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第３部 基本施策

１ 産業構造・社会環境の変化を踏まえた職業能力開発の推進

(1) Society5.0 の到来を見据えたデジタル人材育成（注３）の強化

• 今後、生産年齢人口が減少する中で、本県経済が持続的に成長していくためには、デジタル技術の積極的な活用により労働生産性を向上させていく
ことが必要であり、デジタル技術を活用した課題解決・業務効率化や他の業務領域との協力・連携を行える人材を育成するための取組を強化する必
要があります。

• また、社会全体のDXの加速化が見込まれる中、産業分野でデジタル技術を活用できる人材へのニーズが高まることを見据えて、全ての働く方々に必
要とされるITリテラシーの向上を推進する必要があります。

【具体的な取組】

新規学卒者・求職者向け

 工科短期大学校等において、信州ITバレー構想の推進に資するAI・IoT等の学習内容を充実し、デジタル人材を育成します。

 技術専門校において、機械・建築・電気・自動車整備等の各分野におけるデジタル化や先端技術に対応した訓練を充実します。

 求職者を対象に、ITの専門知識を修得する長期の訓練からパソコンスキルを修得する初級の訓練まで、それぞれのニーズ・スキルに応じたデジタル
分野の訓練を民間教育機関等に委託（民間活用委託訓練）して実施します。

工科短期大学校「情報技術科」では、
IT ベンダー企業のソフトウェア開発や
製造業の製品開発など県内企業のデジ
タル化を支える人材を育成

（注３）本プランにおける「デジタル人材育成」は、「デジタル技術を活用した課題解決・業務効率化や他の業務領域との協力・連携を行える人材の育成」から「全ての働く方々に必要とされるITリ
テラシーの向上」まで、それぞれのニーズに応じた幅広い領域でのデジタル技術に係る人材育成を指す。

自動車のコンピュータ制御技術に対応した
自動車整備科のコンピュータ診断実習など、
技術専門校では「各分野のデジタル化に対
応した訓練」を実施
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【具体的な取組】

在職者・企業向け

 デジタル分野をはじめ企業の人材育成ニーズに対応した在職者訓練（スキルアップ講座）を実施します。

 企業内のIT化に資する人材を育成するための講習会（企業内IT人材育成講習事業）を開催します。

 働きながら夜間・休日やオンライン等を活用してITスキルや専門知識等を修得できるよう、県内教育訓練機関のリカレント講座開設を支援し、社会
人が主体的に学ぶ環境を整備します。

 AI・IoT、ロボティクス等先端技術の県内中小企業等への利活用促進を図るため、AI・IoT等先端技術利活用支援拠点において相談体制を強化すると
ともに導入支援や普及啓発を行います。

その他

 若年者向けアプリケーションコンテストの開催等により未来の長野県を担うデジタル人材の育成を支援します。

 デジタル人材育成応援イベントの開催等により多様な人材の育成を図ります。

【関係機関の主な取組】

 ものづくり分野等の在職者訓練及び個々の企業のニーズに応じた生産性向上支援訓練においてデジタル分野の訓練を実施（独立行政法人高齢・障
害・求職者雇用支援機構(以下、「高障求機構」という)）

【関連する計画・プラン等】

＜しあわせ信州創造プラン＞

• 在職者を対象としたAI・IoT活用のための講座を教育訓練機関と連携して実施するなど、技術の進展に対応できる人材を育成・確保

＜長野県就業促進・働き方改革基本方針、アクションプラン＞

• IT人材の育成を進めるため、県工科短期大学校で実施している学習内容の充実を検討するほか、大学・専門学校等によるIT人材育成のための講座の開催を支援

• 企業内のIT化を推進する人材を育成するための講習会を開催

【審議会における委員の発言】

• 企業側にITベンダーと十分連携できるだけの人材が育っていない。企業側にも、ITベンダーに十分に意思を伝えて、こういう生産システム作りたくてITを活用し
たいということを言えるような人材を育てていかなきゃいけない。

• あらゆる企業が生産性を上げるためにデジタル技術を活用していかなきゃいけない。ITにこれまで触れる機会がなかった事業者が、ITを利活用できるような場、
環境をより一層整備していかなきゃいけない。

• これからデジタル人材がすごく必要になってくる。民間でも育成していると思うが、公共的なところでやることの考え方、役割分担を整理していく必要がある。

• IT 人材の強化は、カテゴリーに分けてしっかりプランニングしていく必要がある。

• IT といってもレベルがいっぱいあり、そこをどう扱うというところがすごく重要。信州大学は総合大学なので、文系のIT 、工学部でも情報ではない一般向けの
IT 、情報専門人材の３段階のレベルを大学でやる。技専校や工科短大が人材を育成するときに、どこを目指すか、ターゲットにするかは、しっかりと議論される
といい。
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第３部 基本施策

(2) 技術の高度化に適応した人材育成の推進

• 企業からは、更なる専門性の高い知識と、高度な技能を持つ技術者を求める声が多く、県では「長野県ものづくり産業振興戦略プラン」において、
高付加価値な製品開発や基盤技術の向上等に寄与する人材育成支援を重点施策として位置付けています。

【具体的な取組】

 工科短期大学校及び技術専門校の新卒者・求職者に対する訓練や在職者向け訓練（スキルアップ
講座、技術講座）において、成長期待分野など技術の高度化に適応した訓練を実施します。

 工科短期大学校において共同研究やインターンシップ等、大学や産業界と連携した高付加価値な
製品開発や産業技術に係る取組を推進します。

 企業や事業主団体等が行う認定職業訓練の運営費等を補助し、企業等の基盤技術向上に係る取組
を支援します。

【関連する計画・プラン等】

＜長野県ものづくり産業振興戦略プラン＞

重点施策における主な取組Ⅰ 高付加価値な製品開発等に寄与する人材育成を支援

「産業人材育成推進モデル事業」による人材の高度化を推進

・技術・研究開発能力の向上、提案型・研究開発型企業への転換や経営マネジメント等の能力向上に寄与する人材育成支援メニューを提供

3Dプリンターを使った樹脂製の⾦型の製造技術と、鉄粉などを焼き
固める粉末冶⾦の技術を組み合わせ、短期間で樹脂部品の生産が可
能となる技術を、「企業と南信工科短期大学校の共同研究」で開発
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第３部 基本施策

(3) 持続可能な社会づくりに資する人材育成の推進

【審議会における委員の発言】
• 産業の推進にSDGsの観点が評価される。（一部に）専門の教育をして人材を育成するのか、又は全ての人に教育するのかと二つの観点がある。

【具体的な取組】

 工科短期大学校及び技術専門校において、SDGsに取り組む先進的な地域企業の講座やセミナー実施など、SDGsの観点を取り入れた教育・訓練を
実施します。

 工科短期大学校において、SDGsに資する企業との共同研究や再生可能エネルギーに関する教育を充実します。

• 経済・社会・環境の課題を統合的に解決することを目指すSDGs（持続可能な開発目標）への取組が、先進国・開発途上国を問わず始まっています。

• 長野県が今後も持続的に発展していくためには、行政だけでなく、企業、NPO、個人などあらゆる主体がそれぞれ連携しながらSDGsなどの世界標準
に照らして経済や社会、環境の課題に関わる取組を積極的に進めていくことが求められます。

「環境・エネルギー有効利用技術」の授業
において、太陽光発電の仕組みや光エネル
ギーを効率よく電力に変換する技術を実習
キットにより学習
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経木（薄く削った木）を積層＆接着させて立
体的な形状に成型し、食品トレーなどに応用
する技術を「企業と南信工科短期大学校の共
同研究」で開発。自然環境に適応した製品を
目指し、自然由来の材料のみを使用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

経木：アカマツなどの木を鉋（かんな）でスライスした 

厚さ約 0.1～0.5mm の薄い木の紙のようなもの 



第３部 基本施策

２ 労働者の自律的・主体的なキャリア形成の推進

(1) リカレント教育による新たな職業能力の開発

【具体的な取組】

 働きながら夜間・休日やオンライン等を活用してITスキルや専門知識等を修得できるよう、県内教育訓練機関のリカレント講座開設を支援し、社会
人が主体的に学ぶ環境を整備します。（再掲）

 産業人材育成支援ネットワークを通じ、企業研修へ専門学校等の講師を派遣するシステムや企業間の相互人材派遣・研修システムの構築を検討する
などスキルアップ教育の充実を図ります。

 産業人材育成センターの「研修情報サイト」等において、県や各種団体等が実施している研修情報や教育訓練に対する助成制度等の情報発信の充実
を図ります。

 工科短期大学校及び技術専門校において、デジタル分野をはじめ企業の人材育成ニーズに対応した在職者訓練を充実します。

 求職者を対象に、介護・建設等の人手不足分野や保育士、介護福祉士、IT人材などの各専門分野に係る多様な訓練を民間教育機関等に委託して実施
します。

• 人生100年時代の到来による職業人生の長期化や働き方の多様化が見込まれる中、労働者が産業技術や社会環境の変化に対応するための知識やスキ
ルを、生涯を通じて学び続けることができるリカレント教育の環境整備が求められます。

• 個々の労働者が自らのキャリアについて主体的に考え、意欲を持って学び続けるためには、学ぶための環境の充実や情報へのアクセスの改善、学び
のための費用や時間の確保、企業によるキャリアパスの整備など、幅広い観点からの環境整備を国、県、企業等が連携して進めていく必要がありま
す。

【関係機関の主な取組】

 個人の職業能力開発に対する助成金（教育訓練給付金）の給付（厚生労働省）

 関係省庁と連携して、ＩＴ利活用等の基礎的な知識等を学習できる動画の作成・公開（厚生労働省）

 新たに教育訓練休暇を導入・適用する企業に対する助成金（人材開発支援助成金）の給付（厚生労働省）

23



【関連する計画・プラン等】

＜長野県就業促進・働き方改革基本方針、アクションプラン＞

• 「産業人材育成支援ネットワーク」を通じ、大学、専門学校等と経済団体の連携を深化、企業の求める専門人材を把握し、ニーズに応じた講座の開催を働きかけ

• 労働局や市町村等とともに、専門学校等が開設した社会人向けコースや活用できる公的支援制度等の情報発信を強化、経済団体、労働団体等と連携して専門学校
等に対して、コースの新設等を働きかけ

• 労働局や経済団体等と連携し、働きながら学び直し・学び足しに取り組める環境整備や一人ひとりのスキルアップ意欲の向上を図るため、企業に対し、専門学校
等への従業員短期派遣制度の構築、求める従業員像を明示したキャリアパスの作成などを働きかけ

働く人の学び直しの場拡充支援事業

・県内で受講できる「教育訓練給付⾦（個人の職業能力開発に対する国の助成⾦）」の対象講座が限られる状況

・社会人が働きながら、主体的に学びやすい環境整備のため、教育訓練機関の講座開設を支援するとともに、開設講座の情報提供等を充実

社会人（在職者等）

県
教育訓練機関

国

教育訓練給付⾦支給

講座提供 受講

講座開設費用補助

スキーム図
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【審議会における委員の発言】

• 採用が難しい現状では、同じ人に違う分野を学んでもらうことが必要。技専校にはリカレント教育機関として極めてほしい。「マルチタスク型」の人材育成を。



第３部 基本施策

【具体的な取組】

 産業人材育成支援ネットワークを通じて、求める従業員像を明示したキャリアパス（昇任・昇給
の流れ及び必要な業務経験・能力）の作成やキャリアコンサルティングの導入などのキャリア形
成の取組について、先進事例の紹介などにより企業に働きかけます。

 産業人材育成支援ネットワークを通じて、企業や労働者に対し、ジョブ・カードを活用した職業
能力の見える化や適職へのマッチングを促進します。

 工科短期大学校に加え、技術専門校や民間教育機関等に委託して実施する訓練においてもキャリ
アコンサルタントの積極的な活用を検討します。

 「ジョブカフェ信州」において、若年層の求職者や労働者を対象にオンラインや出張相談による
キャリアコンサルティングを実施します。

 県の「職場いきいきアドバンスカンパニー」認証企業の拡大等により、企業のキャリア形成の取
組を推進します。

【関係機関の主な取組】

 全国にキャリア形成サポートセンターを整備し、企業へのセルフ・キャリアドックの導入を支援
（厚生労働省）

 夜間・休日、オンラインなど、労働者個人がジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティン
グを利用しやすい環境の整備を推進（厚生労働省）

 キャリアコンサルタントの量的確保、資質向上に加え、実践力の向上に向けた取組を推進（厚生
労働省）

(2) 職業人生の長期化を見据えたキャリア形成支援

【審議会における委員の発言】

• 個々の能力を伸ばしていくキャリア形成の取組を本格的に行っていくことが必要。

• キャリアコンサルタント等の力も借りながら、適性のある方に、いいマッチングの中で学んでいただくことも重要。

• 労働者の自主的・主体的なキャリア形成が達成されると相当本人も企業もうれしい。適正を見極める機会を入れて、その方向に進めるようにする。

「職場いきいきアドバンスカンパニー」認証制度では、従業員に対するキャ
リアアップ支援などにより、誰もがその能力を十分発揮しながら活き活きと
働くことができる職場環境づくりに先進的に取り組み、実践する企業を認証
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【審議会における委員の発言】

• 様々な調査結果を見ると、企業や社会が二極化している印象がある。グローバル競争に勝ち残るためにトップ人材を求める企業がある一方で、コロナ禍の影響が大
きいサービス業等で離職者が発生している。

• コロナ禍で職を失ってしまった人に職業能力を付けて就職に結びつけることが、まず求められている。女性、障がい者、離職者など、弱い立場にある方の職業能力
開発も、公的な職業訓練機関の役割。

• 計画を策定していくにあたっては、特に、新型コロナウイルスによる影響や課題、コロナに対応する基本施策などについて厚く記載をお願いしたい。

３ 全員参加型社会の実現に向けた職業能力開発の支援

(1) 非正規雇用労働者の職業能力開発

• 非正規雇用労働者の増加や処遇改善が課題となる中、正社員としての就職や非正規雇用から正規雇用への転換を促進する取組が重要です。

【具体的な取組】

 離職を余儀なくされた非正規雇用労働者等の安定した就職を促進するため、工科短期大学校・技術専門校における施設内訓練や委託訓練において、
デジタル等の成長期待分野や人手不足分野の訓練コースなど、それぞれのニーズや状況に応じた多様な訓練機会を提供します。

 介護・建設等の人手不足分野の訓練コース充実を図るとともに、こうした分野とのマッチング等の就労支援事業や、若年層の求職者及び非正規雇用
労働者等の正規就労を支援する「ジョブカフェ信州」と一体となって、求職者へ職業訓練を提案します。

 正社員就職に資する保育士、介護福祉士、基本情報処理技術者などの国家資格等の取得を目指す長期（２年間）の職業訓練を短期大学や専門学校等
に委託して実施します。

 労働局やポリテクセンターと連携し、訓練需要の動向に応じて、公共職業訓練や求職者支援訓練の受講枠の確保を図ります。

【関係機関の主な取組】

 有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換すること等を目的とする企業内における訓練の実施を推進するため、人材開発支援助成金により訓練経
費等を助成（厚生労働省）

第３部 基本施策
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【関連する計画・プラン等】

＜しあわせ信州創造プラン＞

• 構造的な人材不足に対するミスマッチの解消や潜在的な労働力の掘り起こしなどにより、様々な産業分野が必要とする人材を育成・確保

• 経済団体・労働団体などと連携して、効果的な人材の育成や就業を促進する体制を構築するとともに、専門人材や若者、女性、高齢者、障がい者など多様な人材の
確保、将来を見据えたキャリア教育の推進などに取り組む

＜長野県就業促進・働き方改革基本方針、アクションプラン＞

• 専門学校等に委託し、観光人材などの人手不足分野のほか、栄養士等の資格取得に向けた講座を開設



【関連する計画・プラン等】

＜長野県就業促進・働き方改革基本方針、アクションプラン＞

• 女性も男性も分け隔てなくキャリアを形成できる社会をつくるため、経営トップや管理職をはじめとする職場のジェンダーバイアスを払拭するとともに、女性の
多様な生き方（働き方）の実現につながる学びの機会を充実させる

• 労働局と連携して、子育てによる離職者等をターゲットに、学び直しの動機付けやリカレント教育の場を周知

(2) 女性の職業能力開発

• 女性の活躍の促進に向けた職業能力開発施策は重要であり、多様な課題や女性のニーズを捉えたきめ細かな対策を講ずる必要があります。

• 女性の就業率のＭ字カーブは徐々に改善していますが、量的な就業率だけではなく、育児や出産等により一旦離職した後に非正規雇用労働者となる
場合や、離職せずに継続就業をした場合でもキャリアアップの機会が制約される場合があることから、雇用の質にも焦点を当てていくことが重要で
す。

【具体的な取組】

 子育て中の女性の再就職が円滑に進むよう、民間活用委託訓練において、育児等と両立しやすい短時間の訓練コー
スの設定や訓練受講の際の託児支援サービスの提供等を推進します。

 ものづくり分野における女性の活躍を促進するため、岡谷技術専門校において離職者を対象とした女性が受講しや
すい機械系の訓練コースを新設（R4年度）するとともに、在職者向けのスキルアップ講座でも女性が受講しやすい
コースの開設を検討します。

 工科短期大学校及び技術専門校への女性の入学・入校を促進するためのＰＲや環境整備を充実します。

 ハローワークのマザーズコーナー等とも連携しながら女性求職者のニーズを把握し、多様な職業訓練の機会を提供
します。

 子育てのために離職した女性等をターゲットに、学び直しの動機付けやリカレント教育の場を紹介する講座を実施
します。

 ひとり親（シングルマザー等）の職業能力開発のため、訓練受講や訓練期間中の生活支援のための給付⾦を給付し
ます。

 中小企業で働く女性がキャリア形成を目的とする研修会等に参加する際の経費を一部助成します。

 県の「職場いきいきアドバンスカンパニー」認証企業の拡大等により、企業における女性、高齢者、障がい者、
外国人のキャリアアップ支援等の取組を推進します。

第３部 基本施策

「ママのいきいき仕事塾」では、子育てのために離職し
た女性等に、再就職や学び直しへの意欲を高めてもらう
ため、実際に再就職やキャリアチェンジをしたママさん
の体験談などを聞いてもらう取り組みを実施
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(3) 若者の職業能力開発

• 若者一人ひとりが主体的にキャリア形成を図る中で、その能力を発揮し、次代を担う存在として社会で活躍できるよう、個々の状況に応じたきめ細
かな就職支援やキャリアアップに向けた職業能力開発を進めることが必要です。

• 将来を担う世代の郷就を促進するため、児童・生徒段階から地域の多様な職業について理解を深め、職業観や職業能力、地域産業についての関心を
高めることが重要です。

【具体的な取組】

 工科短期大学校及び技術専門校において、新規学卒者を対象とする職業訓練を実施するとともに、キャリアコンサ
ルタントの配置やジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティング等、適職へのマッチングに向けた支援を強
化します。

 正社員就職に資する保育士、介護福祉士、基本情報処理技術者などの国家資格等の取得を目指す長期（２年間）の
職業訓練を短期大学や専門学校等に委託して実施します。（再掲）

 介護・建設等の人手不足分野とのマッチング等の就労支援事業や、若年層の求職者及び非正規雇用労働者等の正規
就労を支援する「ジョブカフェ信州」と一体となって、求職者へ職業訓練を提案します。（再掲）

 ニートや引きこもりなど支援が必要な若者に対しては、「ジョブカフェ信州」や「地域若者サポートステーショ
ン」におけるキャリアコンサルティング等を通じて職業訓練に誘導するなど、就職に向けた支援の充実を図ります。

 職業能力開発協会等と連携して、検定受験料の減免による高校生の技能検定受検促進や各種競技大会への参加を進
めます。

 「はたらキッズ信州」事業や「地域と未来をつなぐゼミ」事業（R3年度～）など、地域産業の次代を担う子ども達
にものづくりや地域産業に触れる機会を拡充します。また、ものづくり分野をはじめ様々な業界で活躍する若者を
紹介します。

【関係機関の主な取組】

 夜間・休日、オンラインなど、労働者個人がジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを利用しやすい環境の整備を推進（厚生労働省）

 個人の職業能力開発に対する助成金（教育訓練給付金）を給付（厚生労働省）

第３部 基本施策

「民間活用委託訓練」において、デジタル等の成長期待
分野や介護・建設等の人手不足分野の訓練コースなど、
求職者のニーズや状況に応じた多様な訓練機会を提供
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【関連する計画・プラン等】

＜しあわせ信州創造プラン＞

• 経済団体・労働団体などと連携して、効果的な人材の育成や就業を促進する体制を構築するとともに、専門人材や若者、女性、高齢者、障がい者など多様な人材
の確保、将来を見据えたキャリア教育の推進などに取り組む

• 工科短期大学校、技術専門校等における若者、在職者、離転職者などへの職業訓練の実施により、成長期待分野・人手不足分野等への就業を促進

＜長野県就業促進・働き方改革基本方針、アクションプラン＞

• 専門学校等に委託し、観光人材などの人手不足分野のほか、栄養士等の資格取得に向けた講座を開設

【審議会における委員の発言】

• 学校で生徒がロールモデルとして話を聞く企業の人、経営者は、男性の割合が多い。子どもは刷り込みされ、こういうところで働く人は男の人あるいは女の人と
思い込みやすい。女性の雇用を活発化するのであれば、子どもに対し「女性がこういう分野でもこういうふうに活躍している」ということを見せる場が必要。工
科短大や技専校の女子生徒の応募にもつながると思う。
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(4) 障がい者の職業能力開発

• ハローワークでの障がい者等の求職者数が増加する中で、就職の実現に向けて、障がい者の障がい特性やニーズに応じた環境の整備が必要です。

【具体的な取組】

 企業等での実習を通じて実践的な職業能力の習得を図る「実践能力習得訓練コース」の充実など障がい者の多様な
ニーズに対応した委託訓練（障がい者民間活用委託訓練）を推進します。また、訓練の実施に当たり手話通訳者や
精神保健福祉士を派遣する等、障がい者が訓練を受講しやすい環境を整備し、障がい者の職業訓練機会の拡充を図
ります。

 地域振興局の求人開拓員、障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、ハロー
ワークなど、地域における雇用、福祉、教育、医療・保健、経済団体などの関係機関との連携・協力の下、障がい
者の就労・就職を支援します。

 長野県障がい者技能競技大会（ながのアビリンピック）の開催や全国大会への出場支援、競技課題を活用した講習
会の実施等により、障がい者の職業能力の向上を図るとともに、企業・県民の障がい者雇用に対する理解の促進を
図ります。

第３部 基本施策

障がいのある方々の職業能力の向上と、社会一般の障がい者
の職業能力に対する正しい理解と認識を深め、その雇用の促
進と安定を図ることを目的に「障がい者技能競技大会（アビ
リンピック）」を開催（競技種目：製品パッキング）

【関連する計画・プラン等】

＜しあわせ信州創造プラン＞

• 経済団体・労働団体などと連携して、効果的な人材の育成や就業を促進する体制を構築するとともに、専門人材や若者、女性、高齢者、障がい者など多様な人材
の確保、将来を見据えたキャリア教育の推進などに取り組む

＜長野県就業促進・働き方改革基本方針、アクションプラン＞

• 障がい者雇用の取組や障がい者理解の促進を社会に広く発信するとともに、企業の中で障がい者と共に働く人達の障がい者の理解を深める
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【審議会における委員の発言】

• 60歳定年、65歳まで継続雇用、それ以上も生涯現役社会70歳まで（職業人生長期化）の働き方が厚生労働省労働関係施策の中枢。

• 職業人生の長期化を見据え、高齢期を迎える前に労働者自らが技術、職業観を見つめ直すような視点もお願いしたい。

• 職業人生の長期化の観点から、中高年（の知識、技術等）を他（分野）で活かせる仕組みについて検討できたらいい。

(5) 中高年齢者の職業能力開発

• 人生100年時代の到来を踏まえ、70歳までの就業機会を確保する制度の創設が進んでいます。

• 人生二毛作社会の推進や、企業の生産性向上を図る観点から高い就業意欲を有する高齢者の活躍の場を広げるとともに、中高年層の強みの発揮や希
望に応じた円滑なキャリアチェンジを進めることが必要です。

【具体的な取組】

 工科短期大学校及び技術専門校等において、中高年齢者にも対応した在職者向け訓練（スキルアップ講座、技術講座）を実施します。

 国及び高障求機構では、スキル・知識の複合化を行っていく視点や多様なキャリアパスの可能性を見据えた中高年齢者向けの訓練コースの開発に取
り組むこととしており、この成果を踏まえ、県が行う委託訓練への導入を検討します。

 (公財)長野県長寿社会開発センターのシニア活動推進コーディネーターによる関係機関と連携したマッチングや研修を実施することで、高齢者の就
業や社会参加を促進します。

【関係機関の主な取組】

 中高年齢者に対して、高齢期を見据えて、それまでに培った知識・経験の棚卸しや今後の課題の明確化を行いつつ、キャリアプランの再設計を考え
るキャリアコンサルティングの機会を提供。あわせて、中高年齢者等のキャリアコンサルティングにおける職業能力診断ツールの活用を検討（厚生
労働省）

 事業主等がその雇用する中高年齢者に対する訓練を実施した場合に、人材開発支援助成金により訓練経費等を助成することにより、中高年齢者の更
なるスキルアップを推進（厚生労働省）

 65歳超の高齢者の継続雇用の実現に向けて、生産性向上支援訓練の一環として、中高年労働者が身につけておくべき能力の習得に資する訓練コース
を提供（高障求機構）

第３部 基本施策
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【関連する計画・プラン等】

＜長野県就業促進・働き方改革基本方針、アクションプラン＞

• 高齢になったときのキャリアチェンジや、高齢者の就労について学ぶ機会を提供し、高齢者に適した就労についての情報発信を進めることにより、就労意欲を高
め実際の就労につなげていく必要がある



【審議会における委員の発言】

• 就職氷河期世代への対応は、コロナ禍がなければ厚生労働省の施策の中で一押しで取り組んでいたもの。

• 外国籍を持つ方々に関する支援策として、多文化共生相談センターとの連携や県の部局連携などの支援策を検討いただきたい。

(6) 就職やキャリアアップに特別な支援を要する方（就職氷河期世代・外国人）への支援

• 就職氷河期世代は、希望する就職ができず、不本意ながら不安定な仕事に就いている、無業の状態にあるなど様々な課題に直面しており、一人ひと
りの事情に応じた長期的・継続的な支援を行うことが必要です。

• また、特別の支援を必要とする外国人について、その特性に応じた支援を行うことが必要です。

【具体的な取組】

就職氷河期世代への支援

 「ながの就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム」により、官民が一体となって、就職氷河期世代に向けた支援を実施します。

 正社員就職に資する国家資格等の取得を目指す長期（２年間）の職業訓練を短大や専門学校等に委託して実施します。（再掲）

外国人への支援

 企業や事業主等が行う認定職業訓練において外国人を対象とする日本語教育等の職業訓練を支援します。

 長野県職業能力開発協会が実施する外国人技能実習生の技能検定の円滑な運用に向けて、検定委員や会場確保等の実施体制の強化に努めます。

 「長野県外国人材受入企業サポートセンター」や「長野県多文化共生相談センター」において相談対応や情報発信を実施します。

【関係機関の主な取組】

 就職氷河期世代の方々のうち、不安定な就労状態にある方に対して、短期資格等習得コース事業の推進、求職者支援制度、人材開発支援助成金（ 特
別育成訓練コース） 等により支援するともに、就職氷河期世代の方々の積極的な採用に取り組む企業、非正規雇用にある就職氷河期世代の処遇向上
等に取り組む企業等に関する情報発信等を実施（厚生労働省）

 求職者支援訓練において、日系人等の定住外国人を対象に、その日本語能力等に配慮した職業訓練を実施（高障求機構）

 県内の公共職業安定所のうち、外国人求職者が多い６所（長野、上田、松本、諏訪、伊那、飯田）に「外国人雇用サービスコーナー」を設置（厚生
労働省）

第３部 基本施策
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【関連する計画・プラン等】
＜長野県就業促進・働き方改革基本方針、アクションプラン＞
• 県、労働局、経済団体、労働団体等の関係機関が連携して、就職氷河期世代に対して、正規雇用化をサポートするとともに、社会との接点を持てる機会を拡充す

る必要がある
• 外国人材が職場内で十分なコミュニケーションが図れ、安全・安心に働いてもらうため、日本語の取得に関する企業の取組を推進するとともに、地域における日

本語教室を支援



４ 技能振興・継承の促進

• 職人の優れた技能は、本県経済の成長に大きな役割を果たしてきました。地域産業の持続的な発展のためには、高度な技能者の育成が不可欠であり、
技能に対する若年層の関心を高める取組や技能振興・継承のための取組を一層進めていく必要があります。

【具体的な取組】

技能振興

 長野県職業能力開発協会等と連携し、技能者の技能習得意欲とともに、熟練技能者や技能士の社会的な
評価・価値の高揚を図る取組を推進します。

第３部 基本施策

（主な取組）

• 適正・的確な技能検定の実施、若者への検定受験料の減免等による受検者の拡充

• 「卓越技能者知事表彰」（信州の名工）をはじめとした各種表彰を実施

• 技能五輪全国大会、技能グランプリ等の技能競技大会への参加を促進

• 「技能評価認定制度」の普及を促進

技能継承

 長野県職業能力開発協会等と連携し、若者の技能向上と技能の継承を図ります。

労働者の社会的地位の向上、技能習得意欲の増進及び技能水準の
向上を図り、広く社会一般における技能尊重気運を醸成すること
を目的に、「技能五輪大会」を開催（競技種目：時計修理）

（主な取組）

• 熟練技能者による高校生や若年技能者に対する技術指導

• 技能五輪全国大会、技能グランプリ等の技能競技大会への参加を促進（再掲）

• 若者への検定受験料の減免等による技能検定の受検勧奨や「技能評価認定制度」の普及を促進

 県の伝統的工芸品産業について、後継者の育成・確保、県内外の販路開拓など産地の取組を支援します。
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【関連する計画・プラン等】

＜しあわせ信州創造プラン＞

• 専門高校におけるデュアルシステムの導入・拡大、義務教育段階から地域の企業等の良さや強みを知りマイスターの熟練の技に触れる機会の提供など、地域や企
業と連携したキャリア教育を推進

＜長野県ものづくり産業振興戦略プラン＞

• 若者のものづくり離れへの対応と次世代の若年技術者や技能者の確保・育成を図るため、信州ものづくりマイスター制度等を活用し、キャリア教育を支援

＜長野県就業促進・働き方改革基本方針、アクションプラン＞

• 児童・生徒段階から、職業観や職業能力、地域産業についての関心を高めるため、市町村や企業と連携して学校内外における職業体験機会の充実を図るとともに、
地域企業や専門学校等の魅力についての情報発信を強化

【審議会における委員の発言】

• 技専校などで実施していただいている技能検定の準備講習は非常に貴重な場。会員から準備講習を受けたいという相談があった場合に、技専校などを紹介するこ
とがある。維持充実いただけるとありがたい。

• 女性の雇用を活発化するために、子どもに対し、ものづくり分野などで活躍する女性を見せていくことが必要。

• 技能継承の促進では、小中学校を担う市町村との連携がますます必要。

• ものづくりイベントの内容の一つとして、学習指導要領に対応したプログラミング教育の検討。

（主な取組）

• 中学生等を対象に、企業経営者等が地域の未来を見据えた自分の仕事、企業の魅力を紹介するゼミを実施

• 行政・教育・産業界で構成するコンソーシアムにおいて小学生に対する企業体験の場を提供

• 本県が国に先駆けて創設した「信州ものづくりマイスター」等を小・中学校等に派遣

• 建設系学科の高校生等に対して実践的・専門的な学びの機会を提供し、県内建設産業への就業を促進

• 中学校へ大工技能者を派遣し、木材加工の実技指導を行う等、将来の担い手となる子ども達への啓発を実施

• 小・中・高等学校における「職場見学」「職場体験」「就業体験」や各種情報提供など「キャリア教育支援セン
ター」によるキャリア教育を推進

キャリア教育

 地域産業の次代を担う子ども達にものづくりや地域産業に触れる機会を拡充するとともに、地域企業を
知るための取組を全県で実施するため、企業、経済団体、市町村等の関係組織を巻き込んだ広域単位の
体制構築を進めます。

子ども達に地域企業・地域産業の魅力を伝え、未来の県内産
業を担う人材育成を図るため、県内の企業経営者及び熟練技
能者等を中学校・特別支援学校へ派遣し、体験や講話を通じ、
ものづくりの魅力や県内企業を身近に感じてもらう「地域と
未来をつなぐゼミ」を開催。
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第４部 基本施策の実現に向けた国、県、民間による産業人材育成体制の構築

1 官民の役割分担・連携と資源の効果的・効率的活用

【具体的な取組】

 経済団体、労働団体、教育機関、行政機関等で構成する「長野県産業人材育
成支援ネットワーク」において情報交換・意見交換を行い、それぞれの推進
主体がその役割を適切に果たすとともに産業人材育成にかかる課題等に連携
して取り組み、県内の産業人材育成を推進します。

 企業や事業主団体が行う認定職業訓練の運営費等を補助し、企業等による人
材育成を支援します。

 産業支援センターや経済団体など、地域の人材育成機関と工科短期大学校・
技術専門校の連携を強化し、効果的・効率的な人材育成を推進します。

 ポリテクセンターや専門学校の実施する訓練分野と重複する技術専門校の訓
練科、技術専門校間の類似する訓練科のあり方について検討します。

• 産業人材育成は、企業によるOJTやOFF-JTによる社員の育成を基本としながら、国ポリテクセンターにおける求職者や在職者を対象とした訓練や
企業や事業主団体等が行う認定職業訓練校における在職者を対象とした訓練、短期大学・専門学校など高等教育機関における新規高卒者を対象と
した幅広い分野の教育、産業支援センターや経済団体における地域ニーズ等を踏まえた研修等が行われています。

• このような中、県では工科短期大学校及び技術専門校において、新規学卒者や求職者を対象に、民間教育訓練機関では対応が困難な機械加工等の
ものづくり分野や建設業などの人手不足分野等の教育訓練の他、民間教育訓練機関に委託して実施する求職者向け訓練、在職者向けの短期講座を
実施しています。

• 今後、産業技術や社会環境の変化に対応した適切な職業訓練機会を提供していくためには、民間機関と公的機関の役割分担を明確にし、相互の連
携協力を一層進め、より県民が利用しやすい体制を構築する必要があります。

「第２部 ３ 取組の視点」の「官民の役割分担と連携強化」を踏まえ、「基本施策の実現に向けた国、県、民間教育訓練機関等
による産業人材育成体制の構築」を進めます。

教育訓練機関 新規高卒者
向け

求職者
向け

在職者
向け

ポリテクセンター ◎ ○

認定職業訓練校や地域の
産業支援センター等 ◎

短期大学・専門学校等 ◎

工科短期大学校・技術専門校 ◎ ○ ○

 主な教育訓練機関における訓練実施状況

◎ 主に実施

○ 付随的に実施
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【審議会における委員の発言】

• 各種今度の取り組みについて、「産業人材育成支援ネットワーク」を通じた支援策が検討されているため、より一層「産業人材育成ネットワーク」の連携強化や機能
の充実を要望する。

• 地域の中小・零細企業経営者からは、企業内での教育に限界を感じており、地域間交流も兼ねた異業種他流試合型研修の要望が多く寄せられているため、そうした地
域ニーズも踏まえた施策の検討をお願いしたい。

• ポリテクセンターとの役割分担関連で、地域性、レベル、訓練分野などであり方を検討してはどうか。

• 技専校の建設系は人手不足で、当面は現状の訓練体制維持を。

• 中長期的には技専校の統廃合もしていかなくてはいけないのも事実だが、１校は残すなどバランスも大事。

• 技専校は地域の必要性もあるが、地域ごとに維持をしていくのは難しいかもしれない。

 「長野県産業人材育成支援ネットワーク」の概要

県内産業界に必要な人材の育成と確保及び県民のライフステージに応じたキャリア教育を円滑に行うため、職業能力開発機関、中小企業支援機関、経済団体、教育機関、
労働団体、行政機関の31団体・機関で組織され、互いに連携を図っている。
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第４部 基本施策の実現に向けた国、県、民間による産業人材育成体制の構築

２ 工科短期大学校及び技術専門校の今後の方向

【具体的な取組】

 工科短期大学校において、AI・IoT等の技術を含む産業界のニーズに対応したカリキュラムの充実を図ります。

 技術専門校において、地域の産業界のニーズや定員充足率、就職率等を勘案した訓練科の改編やカリキュラムの
見直しを行います。

 工科短期大学校における企業との共同研究や上松技術専門校における地域資源を活用した「木工産業振興・雇用
拡充」に向けた取組など、地域と連携して地域産業振興の取組を支援します。

 技術・技能・知識の習得に加え、職業観や勤労観の醸成、課題解決能力やコミュニケーション能力等の養成にも
力を入れます。

 市町村や経済団体等により構成する各校の校運営協議会において外部評価システムを活用しながら、地域と連携
した校運営を実施します。

 国の制度改正により同時双方向型によるオンライン訓練が可能となったことから、オンライン活用による効果
的・効率的な教育訓練について検討し充実を図ります。また、地域の先進的企業等でのインターンシップなどに
より実践的な教育訓練を推進します。

 入校生確保のため、高校訪問やオープンキャンパス等の認知度向上の取組に加え、技術専門校の名称変更検討や、
ロゴマークの導入、SNSなどを活用した広報、作業服の刷新などにより若者や女性等への訴求力向上を図ります。

 地域のニーズを捉えた効果的な訓練が実施できるよう、機器の更新を計画的に進め訓練環境を整備します。

 新規学卒者のみならず、即戦力となる社会人経験者や女性の指導者を積極的に採用するとともに、先端技術に係
る専門講師の活用などにより、充実・安定した指導体制を構築します。

 教員・指導員やキャリアコンサルタントによるきめ細やかな就職支援を行うほか、更なる求人企業の開拓を行う
など、関係機関と連携してより充実した就職支援体制を整備します。

• 産業構造のサービス経済化、Society5.0の実現に向けた経済・社会の構造改革の進展、社会全体のDXの加速化等を背景に、産業界の人材ニーズは
変化しつつあります。特に、AI・IoT等を活用できるデジタル人材については、今後更に需要が高まるものと予想されます。

• 新型コロナウイルス感染症の影響などにより離職を余儀なくされた者に対し、「雇用のセーフティネット」として再就職に必要な公的職業訓練の
機会を確保することが求められます。また、介護・建設等の分野では、コロナ禍以前から恒常的な人手不足の状況が続いており、地域の求人・求
職状況を踏まえて安定した就職につながる訓練コースの設定に努めることが必要です。

• テレワークやオンライン会議が急速に普及しており、ライフスタイルやデジタル技術の変化に対応した訓練手法や情報発信を検討する必要があり
ます。

地域の高校生を対象とした「自動車整備科の模擬授業」
（飯田技術専門校のオープンキャンパス）
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 長野県の職業能力開発施設の概要
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定員

機械加工科 （1年制） 20

電気工事科 （1年制） 20

画像処理印刷科 （1年制） 15

木造建築科 （1年制） 20

75

長野技術専門校

計

訓練科名

定員

生産技術科 （2年制） 20

制御技術科 （2年制） 20

電子技術科 （2年制） 20

情報技術科 （2年制） 20

80

工科短期大学校

訓練科名

計

定員

生産技術システム科 （1年制） 20

20

4月入校 10

10月入校 10

20

40

佐久技術専門校

訓練科名

計

小計

機械CAD加工ｺｰｽ(6月)

（求職者向け）

小計

定員

ものづくり技術科 （1年制） 10

10

機械制御科(6月)

（求職者向け）
4月入校 10

FA装置科(6月)

（求職者向け）
10月入校 10

20

30

岡谷技術専門校

訓練科名

計

小計

小計

定員

電気・設備科 （2年制） 30

自動車整備科 （2年制） 25

建築科 （2年制） 20

75

訓練科名

計

松本技術専門校

定員

機械・生産技術科 （2年制） 20

電気・制御技術科 （2年制） 20

40

4月入校 10

10月入校 10

20

60

南信工科短期大学校

訓練科名

計

小計

機械科(6月)

（求職者向け）

小計

定員

木工科 （1年制） 20

木材造形科 （1年制） 20

40

上松技術専門校

訓練科名

計

定員

自動車整備科 （2年制） 20

木造建築科 （1年制） 20

40

飯田技術専門校

訓練科名

計



【審議会における委員の発言】

• ものづくり分野における職業訓練の充実（県、ポリテクセンター）、女性が入校しやすい雰囲気づくり、ソフト面、ハード面の改修（明るい雰囲気のトイレの設置、
パウダールームの設置など）を。

• 工科短大には今後の製造業の生産性向上に必要な要素が全て揃っており、アピールできる。

• デジタル分野など、技専校と工科短大の中で共通して学ぶものをオンラインで提供できるのでは。

• 人間形成、コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力、問題解決能力の育成もお願いしたい。

• 産業界と連携して、民間企業が持つ最先端設備を活用した訓練をしてはどうか。

• 県は、地域全体の産業人材の育成という目的でプラットフォームをつくり、企業が教育できる人材を出し合うという仕組みができるといい。

• 各地域や企業のニーズを踏まえたうえでのカリキュラムや運営をお願いしたい。

• 地域に知ってもらう取り組みとして、小中高校、地域住民、地域の中小企業との交流・連携を検討し、地域に開かれた職業訓練施設とする。
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