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出前講座 出前講座

環　境
身近な環境問題 ～私たちの暮らしと環境～ 環境保全課 7XX６５１３ 45分～60分

下水道のしくみと長浜市の下水道のあゆみ 上下水道課 7XX１６００ 45分～60分

ごみの分け方・出し方の疑問点についてお答えします。また、長浜市のごみの現状と課題をはじめ、地球温暖化といっ
た地球規模で起きている環境問題についてお話します。最後に私たちの暮らしから改善できることを考えます。

各家庭や事業所から出る汚水はどのように処理されて琵琶湖に還るのでしょうか？流域下水道処理施設のビデオ鑑賞と、
昭和58年から始まった市の下水道のあゆみ、普及促進について、紹介します。

産　業
バイオをつかった産業おこし 商工振興課 7XX６５２０ 60分

バイオテクノロジーとは、遺伝子組換えやクローンなどの先端技術だけでなく、昔ながらの醗酵技術や品種改良もバイオテクノロジーなの
です。本市で現在進めている飲料の企業が、品種改良した花と特殊な栽培方法を活用した、産業おこしとまちづくりについて説明します。

財　政
長浜市の財政について ～市の財政と財産の状況～ 財　務　課 7XX６５０６ 60分

本市の財政状況および今後の課題などについて、わかりやすく説明します。

文化・歴史
長浜にのこる文化財 教育総務課 7WW０３９５ 60分

郷土の先人を知る 長浜城歴史博物館 7VV４６１１ 60～90分

市内の遺跡・史跡・建造物などについて、分かりやすくお話しします。

豊臣秀吉・石田三成・片桐且元・小堀遠州・国友一貫斎・山縣岐鳳・小野湖山・沢宏靭など、郷土の先人についてお話
しします。

国　際
ブラジルからボアタイジ！(こんにちは！) ～ブラジルの文化を知ろう～ 市民協働課 7XX８７２２ 60分

異文化を理解し、地域の国際化と多文化共生をめざすため、国際交流員が、ブラジルの生活習慣や伝統・文化を楽しく
お話します。

防犯・防災
ご自宅の耐震性能を知っていますか？ 建築指導課 7XX６５４３ 30～60分

自主防災のすすめ 総　務　課 7XX６５５５ 90分

自主防犯のすすめ ～みんなでつくろう安心のまち～ 市民協働課 7XX６５５７ 30～60分

地震に備え、ご自宅の耐震性能の理解や地震・耐震知識の習得のため、木造住宅の耐震性について長浜市が行う耐震診
断をもとに解説します。

地震や水害等で予測される本市での被害想定や危険性等の説明をはじめ、地域での防災体制の必要性、防災組織の立ち
上げ・活動、防災関係補助メニューなどを紹介します。

市内の犯罪発生状況などを説明し、自主防犯活動の取り組み方やグループの組織化の方法を説明するほか、防犯灯の設
置などの補助制度の説明も行います。

人権・男女共同参画
仕事と家庭の調和 ～男女共同参画の視点から～ 人権施策推進課 7XX６５６０ 90分

気づきから始まる“男女共同参画” ～朗読劇「今どきの桃太郎」からの発見～ 人権施策推進課 7XX６５６０ 90分

人権ってなあに？ 人権施策推進課 7XX６５６０ 90分

あなたにとって大切なものは何ですか？
啓発ビデオ「ワーク・ライフ・バランス」を鑑賞し、みなさんとの話し合いの中で男女のあり方を考えていきます。

「おじいさん、私、山へ柴刈りに行きたいわ」というおばあさんの一言から物語りは始まります。その時おじいさん
は・・・。朗読劇「今どきの桃太郎」を鑑賞し、これからの男女のあり方をみなさんと一緒に考えていきます。

私たちの幸せな暮らしに必要な「人権」。でも、なんだかちょっと難しいかも・・・・・。いえいえ、そんなことはありません。「いのち」や「こころ」の大切さをいっし
ょに楽しく学んでみませんか？メニュー：絵本や紙芝居から学ぼう、寸劇「トマトとメロン」から学ぼう、人権クイズから学ぼう、ワークショップから学ぼう　など

まちづくり
長浜市のまちづくり ～快適な都市環境をめざして～ 都市計画課 7XX６５４１ 60分

地縁団体ってなあに？ ～自治会法人化の手引き～ 市民協働課 7XX８７２２ 60分

地域づくりの進め方 市民協働課 7XX８７１１ 60分

中心市街地活性化のために 商工振興課 7XX８７６６ 60分

～地域に住んでいる人が、みんなで地域の
ことを考え、実践するまちをめざして～

より良いまちをつくるための都市計画の基本方針として、現在、策定作業をすすめている都市計画マスタープランや土地利用のあり方、都
市施設（道路・公園等）の整備、市街地開発事業の説明と都市緑化の推進、景観形成などの取り組みについて事例を交えて紹介します。

自治会を法人化（地縁団体認可）するメリットと申請時に必要な手続きを説明します。

家庭や自治会などだけでは解決することが困難なことや防犯・防災などのさまざまな地域の課題を、地域（概ね公民館
区域）のみんなで話し合い、協力しながら解決していくといった「地域づくり」の進め方を説明します。

昭和50年代後半からスタートしたまちづくりにより、今では中心市街地は大勢の来街者で賑わっています。20年が経過し
た今日、昨年改正されたまちづくり三法の概要を中心に説明し、皆でこれからの中心市街地について考えてみませんか。
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