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はじめに 

松江は明治 22年(1889年)4月 1日、国内の 30都市とともに全国で初めて市制を施行し、その

歩みを始めました。昭和 26年(1951年)3月 1日には、市民による住民投票を経て、松江国際文化

観光都市建設法が公布され、奈良、京都に次ぐ 3番目の「国際文化観光都市」となりました。こ

の法律の第 1条には「ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の文筆を通じて世界的に著名である」

という一文があり、条文の中に外国人の名前が入った日本初の法律となったものです。 

さて、明治、大正、昭和、平成、令和という時代の移り変わりとともに、経済性や利便性が優

先される生活様式になっていったことで、市民の暮らしぶりも大きく変化してきました。近年は

さらに本格的な人口減少社会に入り、地域住民が減少してきたため、地域の伝統文化や生活文化

を守り伝えていくことがとても難しくなったと言われるようになりました。 

振り返りますと、私も、平成 12年(2000年)6月に市長に就任して以来、田和山遺跡の国史跡指

定の実現、八雲国際演劇祭や松江開府 400年祭の開催、松江歴史館の開館、佐陀神能のユネスコ

無形文化遺産の登録、10年にも及んだ市史編纂事業への取り組みと調査研究体制の拡充、2度に

渡るホーランエンヤの催行と松江ホーランエンヤ伝承館の開館、歴史まちづくり部の新設や歴史

まちづくり計画の策定などに取り組んでまいりました。すなわち、このまちの暮らしの基盤を成

している歴史や伝統文化芸術を保存、継承するための調査研究、体制の整備を行うとともに、松江城

や菅田庵、佐太神社などの文化財の改修、保存などに一貫して取り組んできたとも言えます。 

そして、調査研究の積み重ねの大きな成果として、平成 27年(2015年)には、松江城天守が国宝

に指定され、市民誰もがこの大きな喜びを分かち合ったことは記憶に新しいところです。 

令和 3年(2021年)3月に国際文化観光都市 70周年を迎えるにあたり、市民の暮らしの根底にあ

り、市民の誇りとなりうる松江の文化力を再認識し、松江のまちを、未来を担う子どもたちはも

とより、世代を超えて誰もが心豊かになれるまちにしていくための指針を示すため、条例を制定

することとしました。 

そのため、令和元年(2019年)11月、「松江市文化行政のあり方検討委員会」を設置し、松江の

伝統文化芸術の保存、活用、継承のあり方などについて検討を重ね、松江市民が誇るべき伝統文

化芸術を松江の文化力を支える七つの柱と定め、めざすべきまちの姿と六つの取組の視点、役割

としてまとめ、「松江の文化力を生かしたまちづくり条例」を制定しました。私は、市長就任以

来、松江らしさとは何かということをずっと探求して参りました。今、この七つの柱こそが、松

江らしさというものを表現したものではないかと感じているところです。 

本振興計画は、条例で定めた目的の実現に向けた実効性を確保するために策定するもので、誰

もが力を合わせて松江の伝統文化芸術振興に取り組み、松江らしいまちづくりの羅針盤となるこ

とを期待するものです。 

令和 3年（2021年）3月 

松 浦 正 敬 
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第１章  基本方針  

１．計画策定の趣旨  

松江には、神話の時代から現代までの長い歴史の積み重ねがあり、先人が残してくれた誇るべき

伝統文化や文化芸術が豊富に存在します。これらは松江のまちを形作り、市民の人柄に影響を与え

ています。そして現代においても、松江は多くの分野で文化性の高い表現者を輩出し、市民が主体

的に様々な伝統文化や文化芸術活動に取り組んでいます。 

しかし、時代の移り変わりとともに、経済性が優先されるようになったことで、市民の暮らしぶり

も大きく変化しました。さらに人口減少社会に突入したことで、地域で伝統行事や生活文化を守り伝

えていくことが極めて難しくなっています。 

松江の文化について見つめ直すために、「松江市文化行政のあり方検討委員会」を設置し、市民ア

ンケートや、文化活動関係者や市内外で活躍されている方、国際交流員へのヒアリングを行った結

果、食文化や温泉、年中行事や日々の暮らしなど、幅広い豊かな文化を皆さんが松江の誇りと感じ

ていることがわかりました。検討委員会で議論を重ね、パブリックコメントを実施し、これら市民の暮

らしの根底にあり、市民の誇りとなりうる力のことを「松江の文化力」と定め、多くの方が共通して思

いうかべる松江らしい伝統文化芸術を松江の文化力を支える「七つの柱」として定めました。 

この「松江の文化力」や「七つの柱」を再認識し、未来を担う子どもたちはもとより、世代を超えて

誰もが心豊かになれるまちの実現に向けて力をあわせていくための指針として「松江の文化力を生

かしたまちづくり条例」（以下、「条例」という。）を制定したところです。 

「松江市伝統文化芸術振興計画」（以下、「振興計画」という。）は、めざすべきまちの姿の実現に向

けた実行性を確保するとともに、誰もが力をあわせて松江の伝統文化芸術振興に取り組むための基

本的な考え方を共有するために策定するものです。 

本振興計画は、基本方針と基本計画で構成し、基本方針では、条例を分かりやすく説明するため

に、七つの柱の定義や選定理由、めざすべきまちの姿について、基本計画では、計画期間や計画の

体系図、取組の視点、取組方針、市や文化に関わる者の役割、推進体制について記載しています。 

文化力とは…文化庁では「文化の持つ、人々に元気を与え地域社会を活性化させて、魅力ある社会づくりを 

推進する力」とされています。 
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２．伝統文化芸術とは 

「文化」には、本来「伝統文化」や「文化芸術」という意味が含まれています。しかしながら「文化」と

言うだけでは、理解されないこともあり、近年では、文化庁においても「伝統文化」や「文化芸術」と

いう表記が使用されています。 

今回の条例制定や振興計画策定にあたっては、市民や活動者などの関係者が、それぞれの立場で

「伝統文化」や「文化芸術」、或いは「文化」などを読み取ることができるよう、「伝統文化芸術」という

表現をしています。 

 

３．基本理念（七つの柱） 

（１） 松江の文化力を支える七つの柱について 

「文化」とは人によって様々な解釈があり、すべてを詳細に定義づけすることは非常に困難です。

条例第 1条において、市民の暮らしの根底にあり市民の誇りとなりうる力を「松江の文化力」と定義

し、その「松江の文化力」を支える柱として、七つの伝統文化芸術を定めました。 

ここでは、七つの伝統文化芸術を選定した理由を示しますが、序列はなく平等で一つ一つが同等

に大切なものであり、松江の文化力を支える柱です。 

 

❶ 古代から近代までの豊富な文化財 

松江には、古代出雲の中心「意宇
お う

」の地の遺跡や田和山遺跡、多くの古墳群、『古事記』や『出雲

国風土記』に記載される神話や地名が今なお残っています。橋や建物に「くにびき」の冠がつくな

ど市民の暮らしと神話は融合しており、神話と重層的な歴史が同時に息づいている稀有な場所で

す。国宝の神魂神社本殿や松江城天守をはじめ、様々な建造物やそこに伝わる神像や仏像などの

美術工芸品、古文書も数多く身近に存在しており、古いものを守り伝統を重んじる市民の誇りを

生み出しています。 

 

❷ 地域に根づく伝統文化 

『古事記』を由来とする神事やホーランエンヤ、鼕行列、佐陀神能、亀尾神能、オモッツァン（大餅

さん）、ガッチ祭、流鏑馬神事、亀太夫神事、例祭、奉納相撲など、五穀豊穣や家内安全、無病息災

や健やかな子の成長などを願って行われる伝統行事や、大漁節、関乃五本松節、島
しま

芝翫
し か ん

節
ぶし

などの 



 

4 

 

伝統芸能が各地にあります。なかでも、トンド行事や盆踊りは、地域によって様々な習わしや伝承

があり、地域の個性や住民どうしのつながりを育んでいます。 

 

❸ 市民生活に根づく茶の湯文化 

松江松平家七代藩主「松平治
はる

郷
さと

」（不
ふ

昧
まい

公）は、藩政改革に取り組みながらも、禅と茶道を学び、

武家茶の流れのなかで、独自の茶風を創出するとともに、茶道具の名品の保護と収集に尽力しま

した。また、名物茶器を集大成した古今
こ こ ん

名物
めいぶつ

類聚
るいじゅう

を著しました。製茶はもとより、茶席に用いられ

る菓子や料理を作る職人、出雲焼楽山窯や布志名焼雲善窯に代表される陶芸、さらに茶室建築な

ど、茶道芸術を通し、建築、美術工芸や華道、食文化の発展をうながし、後世に「茶の湯文化」とい

う裾野の広い伝統文化芸術を残しました。それらは今も息づき人々の生活に彩を与えています。 

 

❹ 小泉八雲が五感で感じた松江の生活文化 

幕末になると、松江藩は洋学普及に取り組み、明治維新後には語学教師として外国人を雇用

し、若者を外国に派遣するなど、新たな知識や技術を積極的に取り入れていました。そのため、そ

の頃の松江は、日本の中の先進地であり、明治 20年代にビールや牛乳、ステーキを手に入れる

ことができたのも、小泉八雲が松江を好きになった理由の一つかもしれません。一方で、小泉八雲

は、昔ながらの文化や風習を残していた松江を「神々の国の首都」として世界に発信しました。古

いものを守りながら、新しいものも受け入れる松江の人の精神文化が今も継承されています。 

 

❺ 市民とともに育む文化芸術活動 

松江市文化協会加盟団体やその他の団体・個人が文化芸術活動に取り組み、公民館やプラバホ

ールや市民活動センター、集会所や個人宅などを活動の拠点として、市民が主体となった文化芸

術活動を行っています。それら幅広い活動は、市民美術展や国際演劇祭、各種公演、展示、発表会

などを通じて情報発信されるとともに、市民生活に潤いや活力、心の安らぎを与えています。地域

や年代を超えた人と人とのつながりは、多様な価値観を受け入れるきっかけになり、松江での暮

らしを豊かなものにしています。 
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❻ 伝統文化芸術活動の拠点となる施設 

伝統文化芸術活動を実践し、触れ、学ぶことができる場であるとともに、伝統文化芸術活動の

拠点として必要な施設であり、行政の責務において維持管理され、良好な運営がなされる必要が

あります。市の施設としては、プラバホールや、しいの実シアターなどの文化ホール、松江歴史館や

鹿島歴史民俗資料館などの博物館、図書館や学校、公民館などの文教施設があり、これ以外にも

県都松江市には国立や県立、民間が運営する学校や図書館、博物館などの施設も多数あり、体験

や経験を通じて活力を養っています。 

 

❼ 宍道湖、堀川、中海等の松江的景観 

市民アンケートや文化関係者等へのヒアリングにより、多くの人が水辺の景観に対して強い思い

入れがあることがわかりました。松江は「水の都」であり、宍道湖や日本海に沈む夕陽や、水面に映

る月、湖に浮かぶ嫁ヶ島や大根島、大橋川やそこにかかる様々な橋、四季折々で違う表情を見せ

る日本海と浦々にある赤瓦の集落、山の端から昇りまちを照らす朝日など、自然と人が作り出す

松江らしい景観は、伝統文化芸術が生まれる根源となり、私たちの心に深く刻まれ、心のよりどこ

ろであり、誇りとなっています。 

 

（２） 新たに生まれる文化芸術 

（１）に記載した七つの柱の他にも、時代に応じて新たに生まれ育つものや、松江の風土が合い、松

江の文化芸術として根づく可能性のあるものがあります。 

そもそも、文化は時代を先取りする「最先端」なものや、時代を批判する「異端」なものであること

があります。茶の湯や歌舞伎も当時の「最先端」の流行として始まっています。 

また、松江で生まれていないものでも、この土地に根づくものがあります。プログラミング言語

Rubyは、「まつもと ゆきひろ」氏によって開発されました。開発地は松江ではありませんが、縁が

あり松江に来られ、ここ十数年で「松江は Rubyのまち」という認識が国内外に広がり、「ＩＴ文化」と

して育ちつつあります。 

ただ、これらを「松江の文化を支える柱」と呼ぶまでには一定の時間が必要と考えています。新た

な文化の創造・創出を拒まず、多様性を尊重する心「オープンマインド」により、様々な価値観を認め

あい、育み、しかるべき時が来れば、八本目、九本目の柱として加えていきます。 
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４．めざすべき まちの姿  

誰もが松江の伝統文化芸術を誇りに思い、心豊かになれるまち 

市民が誇るべき松江の文化力の価値を再認識し、松江のまちが将来にわたり、住む人、訪れる人、

誰もが※１心豊かになれるまちであり続けることを目指します。この姿を実現するために、七つの柱にも

それぞれにめざすべき姿を掲げ、取り組みを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１年齢、性別、国籍、障がいの有無などにかかわらず、「すべての人」を意味しています。 

誰もが松江の伝統文化芸術を誇りに思い、心豊かになれるまち 

古代から近代までの豊富な文化財 

 有形・無形を問わず数多く存在する「文化財」への理解を深め、保存・管理を行うとともに、新たな活用の推

進を図り、継承していくまち 

地域に根づく伝統文化 

 地域に根づく伝統文化を「地域の宝」として継承できるまち 

市民生活に根づく茶の湯文化 

 幅広い分野に影響を与えている「茶の湯文化」を、あらゆる世代が様々な形式で、日常生活として親しむまち 

小泉八雲が五感で感じた松江の生活文化 

自分だけの価値観で物事を解釈せず、多様性を尊重する心「オープンマインド」により、様々な価値観を認め

あうまち 

市民とともに育む文化芸術活動 

市民により主体的に取り組まれている文化芸術活動を誰もが一層推進し、活動者・担い手・指導者・文化芸術

コーディネーター・享受する人たちが育ち、多様性が尊重される、活気あふれるまち 

伝統文化芸術活動の拠点となる施設 

伝統文化芸術活動の拠点施設として適切に管理され、誰もが親しみ、伝統文化芸術活動を実践することがで

きるとともに、伝統文化芸術に触れ、学ぶことができるまち 

宍道湖、堀川、中海等の松江的景観 

多くの文人が「水の都」と書き記し、市民の心のよりどころで誇りとなっている風景が継承され、100年後も

変わらず、安らぎを与えられるまち 
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第２章  基本計画  

１．基本計画とは 

基本計画は、条例で定めた目的や七つの柱のめざすべき姿を実現するための方針として、計画の期

間や上位計画・条例との関係を示す体系図、六つの取組の視点や取組の全体像、柱ごとの取組方針、

その方針に基づいて取り組む施策や具体的な事業を記載する実施計画、推進体制について記載する

ものです。 

実施計画については、令和 3年度に設置する「松江市伝統文化芸術振興審議会」の意見をふまえて

策定する予定であり、毎年度、評価・検証を行いながら施策に取り組んでいきます。 

伝統文化芸術の振興にあたっては、本振興計画と実施計画の二つの計画に基づき推進していきま

す。目的や方針を共有することで、誰もが力をあわせて取り組むことができると考えており、実施計画

の評価・検証の結果によっては、必要に応じて本振興計画を修正する等、状況の変化に応じて柔軟に

対応できる、成長する計画とします。 

 

２．計画の期間  

令和 3 年度（2021 年度）～令和 14 年度（2032 年度）の 12 年間  

伝統文化芸術振興の推進は、長期的かつ継続的な視点に立って施策に取り組む必要があるため、本

振興計画の計画期間は 12年とします。なお、実施計画の計画期間は 1期 4年とします。 

 

3．計画の体系図  

文化の推進にあたっては、松江市の最上位計画である、松江市総合計画の基本目標「誇りと愛着を

生む」の基本施策「自然環境・歴史・文化を活かしたまちづくりの推進」に基づき、主に取り組まれてい

ますが、伝統文化芸術の振興に際しては、様々な分野の項目が関わっていく必要があり、総合計画の

すべての基本目標の実現につながるように本振興計画を策定します。 
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伝統文化芸術振興に関する具体的な取り組みは、「松江の文化力を生かしたまちづくり条例」を傘の

ように全体を包括するものとして、関連する条例及び計画等との整合性を図り、互いに連携して進め

ていきます。 
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４．取組方針  

伝統文化芸術振興は、行政だけが施策を講じればよいものではありません。また、伝統文化芸術活

動を行なう者だけが取り組むものでもありません。市、市民、伝統文化芸術活動を行なう者、事業者、

通勤者や通学者、観光客、遠くにいる松江のファンなど、松江の伝統文化芸術に関心がある者すべて

が、同じ目的や方針を持ち、ともに連携して取り組むことが必要です。 

取り組みにあたっては、六つの取組の視点、七つの柱ごとの取組方針、役割を定め推進します。 

 

（１） 六つの取組の視点 

伝統文化芸術の振興にあたっては、「知る」・「育てる」・「伝える」・「創造する」・「活用する」・「支え

る」、この六つの取組の視点を取り入れながら推進します。 

まず、松江の伝統文化芸術の情報や現状をきちんと「知る」ことで、適切な対応をとることがで

き、伝統文化芸術を「育てる」ことができます。知り、育てることが成熟していくと「伝える」ことがで

きる人が育ちます。正しい情報を伝えることができると、新たな価値を「生みだす（創造する）」こと

ができ、創造したものを「使用（活用する）」して、人とのつながりや信頼を生みだしたり、お金を稼ぐ

ことができます。「直接的な支援、間接的な支援（支える）」は松江の伝統文化芸術を守り発展させま

す。六つの取組の視点を効果的に循環していくことで、伝統文化芸術の保存・継承・発展・創造が推

進されると考えます。 

 

例えば、朽ちかけた茅葺きの家があり、修繕をしなければ崩れてしまうかもしれないという時、こ

の家のことをきちんと知らなければ、適切な修繕が施せません。情報をきちんと把握し、修繕を開始

するとき、茅葺きの技術の習得者を育てておくことで、この家を修繕することができます。 

修復された家が、お風呂とトイレがついた生活できる古民家だった場合、いつの時代のどのよう

な人が暮らしていた古民家で生活ができる家という情報を伝えることで、その古民家に泊まりたい

というニーズが生まれる可能性があります。また、茅葺きの技術を使った現代アート作品が誕生した

としましょう。生み出された「宿泊プラン」を運営することで、お金を得ることができるし、「現代アー
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ト展」の開催によって人とのつながりができることもあるでしょう。活用して生み出されたお金や人

とのつながりを、茅葺きの家の支えとして生かすことで、この家を守っていくことができます。 

 

❶ 「知る」 ・・・ 知る機会の充実・教育、調査及び研究 

学校教育や生涯学習等の学びの場や、経験や体験・鑑賞の機会を通じて認識すること。 

より専門的な調査や研究によって、状態や内容、価値について理解を深めること。 

例えば、ふるさと教育、社会見学 など 

 

❷ 「育てる」 ・・・ 担い手、活動者、指導者、コーディネーター等の育成及び支援 

様々な体験・経験・機会から、気づきを与えること。 

体験・経験・機会を積み重ねて、物事の本質や本物を見極める感性を育てること。 

例えば、研修会の開催、各種支援制度 など 

 

❸ 「伝える」 ・・・ 保護や保存、継承、顕彰、情報発信 

あるものを受け継いで残す。また、あるものを受け継いで次の代に授け渡すこと。 

記録を残していくこと。 

積極的な情報発信などにより、広く周知を図ること。 

例えば、看板やパンフレットの作成、ホームページでの紹介 など 

 

❹ 「創造する」 ・・・ 価値の創出、新たなモノ・コトを生み出す 

新しいものをつくり出すこと。 

時代やニーズに合う使い方や方法を見出すこと。 

例えば、八雲塗のアクセサリー、大衆文化や若者文化などのサブカルチャーとの連携・ 

連動 など 

 

❺ 「活用する」 ・・・ 性質や働きが十分に発揮できるように、柔軟に使う 

物や人の機能・能力を十分に生かして用いること。効果的に利用すること。 

魅力的なヒト・モノ・コトを使って、つながりをつくること。 

例えば、水辺や夕陽を活用したイベント など 

 

❻ 「支える」 ・・・ 伝統文化芸術活動に対する直接的・間接的な支援 

応援や寄附などによって、精神的・経済的に援助すること。 

活動を受け入れる（反対しない）こと。 

例えば、市民や観光客による購買、寄附による支援 など 
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（2） 柱ごとの取組方針 

条例で定める「めざすべきまちの姿」や本振興計画で定める七つの柱ごとの「めざすべき姿」を実

現するため、現状と課題を踏まえ、七つの柱ごとの「取組方針」に基づき、「六つの取組の視点」を踏

まえた「取組内容」として、市の最上位計画である「松江市総合計画」や「松江市まち･ひと･しごと創

生人口ビジョン･第２次総合戦略」、「平成の開府元年まちづくり構想」の中で、七つの柱ごとに該当

する、「基本施策」と「施策の展開方針」、「主要施策」について記載しています。 

本振興計画は、本市が「伝統文化芸術振興」という視点で策定する初めての計画であることから、

「松江市総合計画」や「松江市まち･ひと･しごと創生人口ビジョン･第２次総合戦略」、「平成の開府元

年まちづくり構想」に掲げて既に取り組んでいる施策などについて、改めて「伝統文化芸術」という

分野で整理した結果、現状ではこれら３つの計画には「伝統文化芸術振興」のための施策が、少ない

ことが明らかになりました。 

そこで、本振興計画の策定にあたり、既存の３つの計画に掲げている施策の中で「伝統文化芸術

振興」に該当する施策については、◎を「基本施策」、〇を「施策の展開方針」、❖を「主要施策」として

記載し、その根拠となる計画は、それぞれ総合・戦略・開府 として表しています。 

また、新たな取り組みが必要と考えられる基本施策を「☆」で記載しています。 
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取組の全体像 

めざすべき 

まちの姿  七つの柱 めざすべき姿 取組方針 

誰
も
が
松
江
の
伝
統
文
化
芸
術
を
誇
り
に
思
い
、
心
豊
か
に
な
れ
る
ま
ち 

 

古代から近代までの 

豊富な文化財 

有形・無形を問わず数多く存在する「文化

財」への理解を深め、保存・管理を行うと

ともに、新たな活用の推進を図り、継承し

ていくまち 

文化財の調査・研究を進め、情報を共

有し、保全と利活用を推進する 

   

地域に根づく 

伝統文化 

地域に根づく伝統文化を「地域の宝」とし

て継承できるまち 

子育て世代が子どもと一緒に行事に

参加できる地域づくり 

   

市民生活に根づく 

茶の湯文化 

幅広い分野に影響を与えている「茶の湯

文化」を、あらゆる世代が様々な形式で、

日常生活として親しむまち 

江戸時代から受け継がれてきた松江

の「茶の湯文化」や「食文化」など、生

活文化を改めて見つめ直し、次世代

につなげていく 

   

小泉八雲が 

五感で感じた 

松江の生活文化 

自分だけの価値観で物事を解釈せず、多

様性を尊重する心「オープンマインド」によ

り、様々な価値観を認めあうまち 

五感を使って様々な文化に触れ、感

性を養い、多様性を尊重し合える社

会の構築 

   

市民とともに育む 

文化芸術活動 

市民により主体的に取り組まれている文

化芸術活動を誰もが一層推進し、活動者・

担い手・指導者・文化芸術コーディネータ

ー・享受する人たちが育ち、多様性が尊重

される、活気あふれるまち 

文化芸術活動の価値を知り、広め、接

する機会を増やすとともに、関わる

“人財”の育成を図る 

   

伝統文化芸術活動の 

拠点となる施設 

伝統文化芸術活動の拠点施設として適切

に管理され、誰もが親しみ、伝統文化芸術

活動を実践することができるとともに、伝

統文化芸術に触れ、学ぶことができるま

ち 

人を育て、適切な管理と活用を促し、

伝統文化芸術に触れる機会の創出 

   

宍道湖、堀川、 

中海等の松江的景観 

多くの文人が「水の都」と書き記し、市民

の心のよりどころで誇りとなっている風

景が継承され、100年後も変わらず、安

らぎを与えられるまち 

住むひとが誇りと愛着を感じ、訪ね

るひとの心に残る松江の景観づくり 
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六つの 
取組の視点 

 

基本施策 
施策の展開方針 
主要施策 

 
◎ 自然環境・歴史・文化を生かしたまちづくりの推進  

☆ “人財”の育成 

☆ デジタルデータ化と情報発信の推進 

☆ 文化財の適切で計画的な保存・管理 

14ページ 

15ページ 

  

◎ 未来を担う次世代“人財”を育てる 

◎ 子育て環境日本一の実現 

◎ 誰もが活躍できる社会の実現 

◎ 地域が元気になるしくみづくり 

☆ 定住人口・交流人口・関係人口の創出 

☆ 活動者の連携推進 

☆ デジタルデータ化と情報共有の推進 《再掲》 

16ページ 

17ページ 

18ページ 

  

◎ 地域と食を支える農林水産業の振興  

◎ 地域が元気になるしくみづくり 《再掲》 

◎ 観光文化産業の魅力向上とインバウンド強化 

☆ 魅力に気づく仕組みづくり 

☆ 活動者の連携推進 《再掲》 

☆ デジタルデータ化と情報共有の推進 《再掲》 

19ページ 

20ページ 

21ページ 

  

◎ 誰もが活躍できる社会の実現 《再掲》 

◎ 観光文化産業の魅力向上とインバウンド強化 《再掲》 

☆ 魅力に気づく仕組みづくり 《再掲》 

☆ 活動者の連携推進 《再掲》 

☆ デジタルデータ化と情報共有の推進 《再掲》 

22ページ 

23ページ 

24ページ 

  

◎ 未来を担う次世代“人財”を育てる 《再掲》 

◎ 誰もが活躍できる社会の実現 《再掲》 

◎ 観光文化産業の魅力向上とインバウンド強化 《再掲》 

☆ 魅力に気づく仕組みづくり 《再掲》 

☆ 活動者の連携推進 《再掲》 

☆ デジタルデータ化と情報共有の推進 《再掲》 

25ページ 

26ページ 

  

◎ 人材還流と松江暮らしの推進 

◎ 時代に適応した効果的で効率的な行財政運営 

☆ 伝統文化芸術に触れる場の提供と適正な管理 

☆ 施設の連携推進 

☆ デジタルデータ化と情報共有の推進 《再掲》 

27ページ 

28ページ 

  

◎ 観光文化産業の魅力向上とインバウンド強化 《再掲》 

◎ 自然環境・歴史・文化を生かしたまちづくりの推進 《再掲》 

◎ 松江の魅力を高める環境・都市デザインの推進 《再掲》 

☆ 魅力に気づく仕組みづくり 《再掲》 

☆ 活動者の連携推進 《再掲》 

☆ デジタルデータ化と情報共有の推進 《再掲》 

29ページ 

30ページ 

31ページ 

知 る

育 て る

伝 え る

創造する

活用する

支 え る
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❶ 古代から近代までの豊富な文化財 

めざすべき姿 
有形・無形を問わず数多く存在する「文化財」への理解を深め、保存・管理を行うととも

に、新たな活用の推進を図り、継承していくまち 

現状 と課 題 【現状】 

 ・古代出雲の繁栄を物語る豊富な遺跡群や出雲神話にちなんだ神々を祀る神社、松江

城を中心として近世に形成された城下町が色濃く残っており、歴史的文化遺産が豊富

な全国に誇れる都市である。 

 ・『出雲国風土記』の国引き神話に登場する地や神社、神事が今なお残っている。 

 ・市史編纂事業により、本市の歴史や文化に関する資料が明らかになってきている。 

 ・時代、分類の幅が広く、有形・無形、国県市の指定・未指定に関わらず数多くの文化財

が豊富に存在している。 

 ・国宝松江城天守をはじめ近世の城下町など、数多くの観光スポットは多くの観光客を

惹きつけている。 

 ・松江歴史館をはじめ、歴史資料などを保存・展示する収蔵施設がいくつかある。 

 ・松江歴史館やカラコロ工房など松江の伝統文化であるお茶や和菓子などを体験でき

る施設がある 

 ・伝統芸能活動に取り組む保存団体等に対して民間の支援制度がある。 

【課題】 

・神話や伝承と結びついた本市の特徴や価値をさらに磨き、松江城を中心として松江

のまち全体の価値をさらに高めていく取り組みが必要。 

・指定されていない文化財も豊富に存在していることから、今後も調査研究を進める

必要がある。 

・市民などが本市の歴史・文化を学ぶ機会を増やし、郷土理解を深められる取り組み

が必要。 

・公共・民間を問わず、建造物以外の有形文化財は公開の機会が限られるものが多

い。 

・文化財の活用が進んでいない。 

・収蔵施設が老朽化しており、修繕を要する施設が多数あるなど、適切な保存、維持管

理には費用がかかる。また、収蔵場所がなくなりつつあり、早期に確保する必要があ

る。 

・修理等の維持管理を行う際に、技術者が少なく、後継者が不足している。 

・文化財の情報や調査結果などがデジタルデータとして公開されていないため、どの

ような文化財がどこにあるのかなど、検索することができない。 

取 組 方 針 文化財の調査・研究を進め、情報を共有し、保全と利活用を推進する 

取 組 内 容 ◎ 自然環境・歴史・文化を生かしたまちづくりの推進 総合 

神話を今に伝える地形や祭事、宍道湖や中海がもたらす水辺の景観、松江城をはじ

めとする歴史資源の保全と活用の推進に取り組む。 

◎基本施策 〇施策の展開方針 ❖主要施策 
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〇 文化財を保存するとともに、歴史的風致維持向上計画に基づく事業を行い、文化

財などを生かした独自のまちづくりを推進する。 総合 

❖ 松江城の保存・活用・調査研究による魅力と価値の向上 総合 

❖ 文化財など保存・活用を通じたまちづくりの取り組み 総合 

❖ 城下町文化など豊かな歴史文化、自然を活かした魅力向上 戦略 

❖ 松江駅と松江城をつなぐ松江の景観整備 戦略 

❖ 文化財・廃校などを利用したリノベーション及びまちづくり 戦略 

❖ 歴史・文化を活かしたまちづくり 戦略 

〇 松江の歴史や文化の調査・研究を進め、その成果を市民や観光客へ積極的に伝え

ていく。 総合 

❖ 郷土の歴史および文化に関する資料の調査・研究・収集および展示 総合 

❖ 子ども・若者の「学び直し」をサポートする地域コミュニティ 開府 

❖ 「松江の文化力」で世界に広がる人のネットワーク 開府 

❖ 「松江城」「水の都松江」の強みを活かしたプロモーションとブランディング戦略 

戦略 

 

 

【新たな取り組みが必要と考えられる基本施策(案)】 

☆ “人財”の育成 

専門的な知識や経験を持つ専門家や技術者、文化財の魅力的な利活用を総合的

に推進できるコーディネーター等の人財を育成する。 

☆ デジタルデータ化と情報発信の推進 

調査・研究により得られた各種情報（写真・映像・音声など）をデジタルデータ化し、

必要な情報を簡単に検索でき、入手できるような環境を整備する。また、情報発信

を推進し、有形無形を問わず文化財について情報共有できる環境を整備する。 

☆ 文化財の適切で計画的な保存・管理 

文化財を適切に保存・管理するとともに、文化財を保存するための収蔵施設につ

いても、計画的に管理・修繕する。 

 

 

 
◎基本施策 〇施策の展開方針 ❖主要施策 
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❷ 地域に根づく伝統文化 

めざすべき姿 地域に根づく伝統文化を「地域の宝」として継承できるまち 

現状 と課 題 【現状】 

・「トンド行事」をはじめ「奉納相撲」や「盆踊り」など、各地域には古くからの様々な地

域伝統文化がある。 

・共働き世帯や核家族の増加、就労形態の変化などに伴い、保護者が望む支援が多様

化している。 

・高齢化や過疎化の進行、生産物の価格低迷や担い手不足の深刻化などにより、農山

漁村の活力低下といった厳しい状況が進行している。 

・国際文化観光都市として、風光明媚な景観と奥深い歴史や文化、また中山間地や日

本海、宍道湖、中海の豊かな農林水産資源と農山漁村の豊かな景観、伝統産業など

特色ある多くの資源を保有している。 

・地域の熱意で復活した伝統行事がある。 

【課題】 

・地域活動の基盤である町内会などの加入率は減少傾向にある。 

・人口減少や少子高齢化により、地域の伝統行事の後継者が減少し、地域の伝統行事

を支えきれなくなっている。 

・地域の伝統行事を知らない、体験したことのない人が増えている。 

・これらの行事がはじまった頃とは、環境も生活も大きく変わり、行事を守り続けてい

くことが困難になってきている。 

・地域住民同士のつながりが希薄になってきているとともに、生活様式や価値観が変

化し、地域活動への参加者が少ない。 

・いつの間にか廃れてしまった伝統文化がある。 

・魅力ある地域づくり、活力ある地域づくりに向けた取り組み、地域を活性化すること

が急務となっている。 

・人口減少社会にあって、地域の活力を維持していくためには、そこに住む人々の暮ら

しと、その地域の商業・農業・漁業など、それぞれの生業を守り育てていく必要があ

る。 

・生産者が消費者ニーズに対応しきれていないため、継続的な域内消費や消費拡大に

つながりにくい。 

・農山漁村では、少子化、都市部への人口移動などによる第一次産業の後継者不足や

地域コミュニティの縮小、商店の廃業など、地域力の低下が懸念される。 

・1次産業の活性化や６次産業化の推進、食育と一体となった地産地消の取り組みな

どを通じた産業振興の推進が必要。 

・地域課題に対応した新たなまちづくりが必要。 

・地域ブランドの創出と地域課題解決型ビジネスの育成・支援が必要。 
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・宮大工や左官など、特殊な技術を持った人々の高齢化により、後継者が不足してい

る。 

取 組 方 針 子育て世代が子どもと一緒に行事に参加できる地域づくり 

取 組 内 容 

 

 

 

◎ 未来を担う次世代“人財”を育てる 総合 

公民館活動の蓄積などを生かし、子どもから大人まであらゆる世代の可能性を伸ば

す学びのプログラムを多数提供していくことで、松江の未来を担う次世代“人財”の育

成に取り組む。  

〇 松江城など地域の資源や社会科副読本である「わたしたちの松江」を活用したふ

るさと松江に愛着と誇りを持つ教育を推進する。 総合 

❖ ふるさと教育、キャリア教育の推進（ふるさとを愛し、主体的に自己の将来を考

える子どもの育成） 総合 

❖ 郷土愛と愛着を育む事業の推進 戦略 

❖ 児童・生徒のための良好な学校環境整備の推進 総合 

❖ 高等教育機関との連携によるふるさと“人財”の育成 総合 

❖ 子どもたちが安心して学べるための経済的支援 総合 

〇 まちづくりや地域活動の担い手となるリーダーの育成とネットワークづくりを通じ

て、未来を担う人の輪の拡大を促進する。 

❖ まちを支える若者リーダーの育成と交流・連携の促進 総合 

〇 若い世代の新たな力を引き出し、まちの活力を高めるため、若い世代のネットワー

クづくりの支援を促進する。 

❖ まちの活力を高めていくための若い世代のネットワークづくり 総合 

❖ 子ども・若者の「学び直し」をサポートする地域コミュニティ 開府 

❖ 女性・若手クリエイターによる松江のリデザイン 戦略 

❖ 中心市街地の「日常的賑わい」を再生する 戦略 

 

◎ 子育て環境日本一の実現 総合 

多様な子育て支援や地域ぐるみの子育て環境を基盤に、子育て世代へのいち早い情

報提供、切れ目のない子育て支援などに取り組む。 

〇 子育て世代の経済的負担の軽減 総合 

❖ 全ての子どもが健やかに生まれ育つ環境整備 総合 

❖ 子育て世代への新広報発行 戦略 

❖ 保育所・幼稚園地域交流活動の促進 戦略 

❖ 親子が一日楽しく過ごせる環境づくり 戦略 

 

◎ 誰もが活躍できる社会の実現 総合 

年齢や障がいの有無に関わらず、誰もが地域・社会で活躍できるまちを目指し、共創

により住民と一体となって取り組む。 

◎基本施策 〇施策の展開方針 ❖主要施策 
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〇 自主的で自立した町内会・自治会などの活動を支援する。 総合 

❖ 地域活動基盤強化のための町内会・自治会などへの支援 総合 

❖ 市民・地域交流活動の活性化のための市民参加型イベントの開催 総合 

 

◎ 地域が元気になるしくみづくり 総合 

海辺、水辺、山間部、まちなかなど、多様な地域性を持つ特性を生かし、固有の魅力

を生かした商品・サービスづくり、地産地消の仕組みづくり、住民主体の取り組みの支

援を通じて、経済と生きがいが両立する地域の実現へ取り組む。 

〇 地域資源を活用し、個性豊かで力強く持続可能な産業を創り上げ、安定した雇用

を創出するため、民間事業者による持続可能な地域密着型のビジネス展開を支援。 

総合 

〇 食育と一体となった地産地消の取り組みなどを通じた産業振興の推進。 総合 

〇 戦略的にブランディングし発信する。 総合 

〇 地域産品の販路拡大や地域経済の好循環拡大の中核を担う地域商社の育成・支

援。 総合 

 

 

【新たな取り組みが必要と考えられる基本施策】 

☆ 定住人口・交流人口・関係人口の創出 

子どもの時からの伝統行事への参加体験やふるさと教育の推進等により、地域に

残る意識醸成を図るとともに、ＵＩターン等による定住・交流・関係人口を創出し、

担い手の確保や地域の活性化を図る。 

☆ 活動者の連携推進 

様々な活動を行っている個人や団体同士が、活動や情報共有等で連携を図り、新

たな活動の推進につなげることで、みんなで支える仕組みを作る。 

☆ デジタルデータ化と情報共有の推進 

地域の伝統行事を調査し、得られた各種情報（写真・映像・音声など）をデジタルデ

ータ化し、 保存するとともに、必要な情報を簡単に検索でき、入手できるような環

境を整備する。また、情報発信を推進し、伝統行事について情報共有できる環境を

整備する。 

 

 
◎基本施策 〇施策の展開方針 ❖主要施策 
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❸ 市民生活に根づく茶の湯文化 

めざすべき姿 
幅広い分野に影響を与えている「茶の湯文化」を、あらゆる世代が様々な形式で、日常生

活として親しむまち 

現状 と課 題 【現状】 

・茶の湯条例の制定や茶の湯の日のイベント等を通じ、茶の湯文化の振興に取り組ん

でいる。 

・お茶やお菓子をこよなく愛する文化が、伝統文化として市民の暮らしの中に溶け込

んでおり、お茶やお菓子の店も多く、また、スーパーなどで手軽に生菓子、抹茶、茶

筅、茶巾などを購入することができる。 

・市内の幼稚園などでは茶道教育が行われているほか、部活やクラブ活動を行ってい

る学校がある。 

・流派や茶道教室が沢山ある一方で、作法にこだわらない楽しみ方をしている人もい

る。 

・抹茶ラテなど新たなカルチャーとして定着しつつあるものもある。 

・日本海、中海、宍道湖、山や田畑など自然環境に恵まれており、様々な食材が入手で

きるほか、地酒も多数あり伝統的な食文化を有する。 

・出雲民芸紙や布志名焼など、民芸運動により新たな価値が創造されたほか、不昧公

好みと言われる工芸や茶室などが残っている。 

・松江城大茶会は、複数の流派が一堂に会し開催され、市内外の方が茶会を楽しんで

いる。 

【課題】 

・松江には、縁側で薄茶をたて、客は作法にこだわらず味わうというような、薄茶を嗜

む風習が定着していたが、住環境や家族構成、食生活の変化とともに、ペットボトル

飲料の普及により、近年、身近な存在ではなくなりつつある。 

・茶道は、作法が難しい印象があり、一定数の茶道人口は認められるが、若者には定着

しておらず高齢化の傾向にあり、昔ながらの慣習を知っている世代が少なくなるな

ど、後継者が不足している。 

・食生活の欧米化により、伝統的な食文化の継承が難しくなってきているほか、海外

からの安価な輸入品の増大等により、需要が低迷してきている。 

・建築物（茶室・庭など）は、適切に保存・管理されていないと老朽化が進み、修繕に費

用がかかる。また、近年では、修繕に必要な材料が手に入らなくなってきているとと

もに、職人が少なくなってきている。 

・不昧公好みと言われる工芸や茶室は点在しており、総合的に松江の茶の湯文化や不

昧公が残した文化性などの情報を得られる場所がない。 

 

 

取 組 方 針 
江戸時代から受け継がれてきた松江の「茶の湯文化」や「食文化」など、生活文化を改め

て見つめ直し、次世代につなげていく 
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取 組 内 容 ◎ 地域と食を支える農林水産業の振興 総合 

 日本海・中海・宍道湖・中山間といった豊富な農林漁業資源や松江の食文化を活かし

て、６次産業化による付加価値向上、販路開拓支援、生産の担い手確保などに取り組む。 

〇 ６次産業化や農水商工連携を通じた地域資源の活用を図り、地域活性化を進めな

がら地域資源のブランド化を推進する。 総合 

❖ 6次産業化や農水商工連携による地域経済の活性化 総合 

❖ 売れる農林水産物の生産振興と消費・販路拡大 総合 

 

◎ 地域が元気になるしくみづくり 総合 

 海辺、水辺、山間部、まちなかなど、多様な地域性を持つ特性を生かし、固有の魅力

を生かした商品・サービスづくり、地産地消の仕組みづくり、住民主体の取り組みの支

援を通じて、経済と生きがいが両立する地域の実現へ取り組む。 

〇 地域資源を活用し、個性豊かで力強く持続可能な産業を創りあげ、安定した雇用

創出を図る。 総合 

❖ 地域産業資源を生かした地域ブランドの創出 総合 

〇 学校給食における「食育」と一体となった地産地消の取り組みなどを通じた産業

振興を推進する。 総合 

❖ 学校給食における食育と一体となった地産地消の推進 総合 

 

◎ 観光文化産業の魅力向上とインバウンド強化 総合 

自然・歴史・文化をはじめとする豊富な観光資源を生かした魅力づくりを図り、国内

外からの観光誘客の促進と外資獲得の向上に取り組む。 

〇 「国宝松江城天守」「茶の湯」などの歴史・文化的な魅力や、豊かな自然景観など、

松江ならではの多彩な資源を生かした観光商品づくりを進め、新たな観光客の開

拓とリピーターの獲得に繋げる。 総合 

❖ 多彩な資源を生かした観光商品づくりによる新規観光客とリピーターの獲得 

総合 

❖ 外国人旅行者向けの受け入れ環境充実と消費拡大策の展開 総合 

〇 伝統文化芸術の担い手育成による継承発展、伝統文化芸術活動の充実など「国際

文化観光都市」としてのまちづくりを進め、国内外に文化の薫り高いまちの魅力を

発信。 総合 

❖ 文化の担い手育成と新たな文化創造活動によるまちづくりと魅力発信 総合 

❖ 松江工芸品の担い手育成と魅力発信による生活文化産業の発展 開府・戦略 

 

 

【新たな取り組みが必要と考えられる基本施策】 

☆ 魅力に気づく仕組みづくり 

学校教育・社会教育のほか、各種イベント等を通じて、茶の湯文化に触れる体験や機

会の充実を図ることにより、魅力に気づく仕組みを構築する。 

◎基本施策 〇施策の展開方針 ❖主要施策 
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☆ 活動者の連携推進 

様々な活動を行っている個人や団体同士が、活動や情報共有等で連携を図り、新

たな活動の推進につなげ、和菓子や工芸品のコラボレーションやブランド化を図り

新たな魅力の創出を推進する。 

☆ デジタルデータ化と情報共有の推進 

和菓子や茶器、茶室等の茶の湯文化に関する各種情報（写真・映像・音声など）を

デジタルデータ化し、必要な情報を簡単に検索でき、入手できるような環境を整

備する。また、情報発信を推進し、活動や施設の利用状況などについて情報共有

できる環境を整備する。 

 

 



 

22 

 

❹ 小泉八雲が五感で感じた松江の生活文化 

めざすべき姿 
自分だけの価値観で物事を解釈せず、多様性を尊重する心「オープンマインド」により、

様々な価値観を認めあうまち 

現状 と課 題 【現状】 

・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）は、松江国際文化観光都市建設法の第 1条に明記

され、この法律は、日本で初めて外国人の名前が入った法律となった。 

・小泉八雲の曾孫である小泉凡氏が松江に在住し、小泉八雲記念館の館長を務める傍

ら、市内外、国内外で活躍している。 

・松江は、小泉八雲が日本で最初に暮らし、執筆した『知られぬ日本の面影』のゆかり

の地であり、今も世界の読者を松江へ導いている。 

・小泉八雲記念館では、八雲の遺品を展示し、八雲に関する世界の最新情報を発信し

ている。また、市立中央図書館の八雲資料室では、八雲に関する貴重な原稿・書簡・

書籍などの保存や展示を行っている。 

・「八雲会」は、会誌「へるん」を発行するなど、八雲を知り楽しむための活動を継続的

に行っている。 

・「怪談のふるさと」を宣言し、ゴーストツアーやゴーストバス等の体験観光、「小泉八雲

朗読のしらべ」や「松江怪喜宴」等の開催等により、怪談を地域・観光資源として生か

している。 

・「ヘルンをたたえる青少年スピーチコンテスト」、「小泉八雲を読む」により、感想文や

詩の作品募集、子ども塾「スーパーへるんさん講座」等を開催し、八雲文学の普及や

作品に底流する「オープンマインド」な精神を継承する取り組みを行っている。 

・県立大学では小泉八雲記念館と連携し、小泉八雲について学ぶ講義を開講するとと

もに、「芳一の耳まんぢう」「ジビエガンボ」など新商品の開発を産学官で取り組んで

いる。また、島根大学では「へるん入試」を行うなど、生活の中に小泉八雲の名前が浸

透している。 

・小泉八雲が松江滞在中に目にした、城下町の面影を残す風情や景観、島根半島の美

しい自然景観、古代出雲文化の面影を残す社寺、宍道湖や中海、堀川などの「水の

都」が数多く残っている。 

・焼津市（焼津小泉八雲記念館）や隠岐などとの広域連携に取り組んでいる。また、ア

イルランド、ギリシャ、ニューオーリンズといった小泉八雲ゆかりの国や都市との国際

交流を推進している。 

【課題】 

・「知られぬ日本の面影」のような国内外への発信が十分でない。 

・担い手が不足している。また、八雲を語れるガイドや学芸員など、エキスパートの養

成が必要である。 

・市民が小泉八雲と松江の関係について学ぶ機会が十分とはいえない。 

・小泉八雲の精神の根底にある「オープンマインド（開かれた精神）」を活かした、多文

化共生社会のまちづくりが必要である。 
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・小泉八雲が「古い絵巻物」と記した古くからの日本らしい景観と文化が、マンションの

建設などにより失われつつある。 

・自動車や電気の普及に伴い、八雲が五感で感じた生活文化を体験することが難しく

なっている。 

・社会情勢、技術の進歩、就労形態の変化とともに、多様な価値観が生まれ、個の意識

が強くなりつつある。これにより、コミュニケーションが希薄になり、人と人のつなが

りが弱くなっている。 

取 組 方 針 五感を使って様々な文化に触れ、感性を養い、多様性を尊重し合える社会の構築 

取 組 内 容 ◎ 誰もが活躍できる社会の実現 総合 

年齢や障がいの有無に関わらず、誰もが地域・社会で活躍できるまちを目指し、共

創により住民と一体となって取り組む。 

〇 外国人住民の文化的多様性を生かした活躍を促進するとともに、外国人住民の生

活支援や地域における交流の促進を図り、多文化共生のまちづくりを推進する。 

戦略  

❖ 多文化共生推進事業 戦略 

❖ 外国人住民とのコミュニケーションの円滑化と生活支援 戦略 

❖ 多文化共生への理解促進と、外国人住民が参加しやすい環境づくり 戦略 

 

◎ 観光文化産業の魅力向上とインバウンド強化 総合 

 自然・歴史・文化をはじめとする豊富な観光資源を生かした魅力づくりを図り、国内

外からの観光誘客の促進と外資獲得の向上に取り組む。 

〇 諸外国との交流の推進で、国際感覚や語学力を備えたグローバル人材の育成とイ

ンバウンドを見据えた海外への情報発信に繋げる。 総合 

❖ 諸外国との交流推進によるグローバル人財の育成と海外への情報発信 総合 

❖ 「松江の文化力」で世界に広がる人のネットワーク 開府 

〇 伝統文化芸術の担い手育成による継承発展、伝統文化芸術活動の充実など「国際

文化観光都市」としてのまちづくりを進め、国内外に文化の薫り高いまちの魅力を

発信。 総合 

❖ 文化の担い手育成と新たな文化創造活動によるまちづくりと魅力発信 総合 

 

【新たな取り組みが必要と考えられる基本施策】 

☆ 魅力に気づく仕組みづくり 

学校教育・社会教育のほか、各種イベント等を通じて、五感を使って様々な文化に

触れる体験や機会を充実させることにより、魅力に気づく仕組みを構築する。 

☆ 活動者の連携推進 

様々な活動を行っている個人や団体同士が、活動や情報共有等で連携を図り、新

たな活動の推進につなげることで、みんなで支える仕組みを作る。 

◎基本施策 〇施策の展開方針 ❖主要施策 
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☆ デジタルデータ化と情報発信の推進 

小泉八雲に関する各種情報（写真・映像・音声など）をデジタルデータ化し、 必要

な情報を簡単に検索でき、入手できるような環境を整備する。また、国内外への情

報発信を推進し、小泉八雲に関する資料などについて情報集積やネットワーク化

を図り、調査・研究できる環境を整備する。 
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❺ 市民とともに育む文化芸術活動 

めざすべき姿 

市民により主体的に取り組まれている文化芸術活動を誰もが一層推進し、活動者・担い

手・指導者・文化芸術コーディネーター・享受する人たち等が育ち、多様性が尊重される、

活気あふれるまち 

現状 と課 題 【現状】 

・松江市文化協会加盟団体やその他の団体・個人が文化芸術活動に取り組んでいる。 

・松江市文化協会には、洋画、日本画、書道、写真、工芸、洋楽、邦楽、舞踊、演劇、郷土

文化、文芸、生活文化、園芸、レクリエーション等、文化芸術の幅広い団体が加盟し、

助成等の支援を受けている。 

・市民美術展や国際演劇祭、市民文化祭や市民音楽祭など、各種コンサートや公演を

はじめ、各分野での展示会や発表会など様々な活動を行っている。 

・地域や年代を越えた活動を通じて、社会的規範を身につけ、心の成長を促している。

また、自己肯定感を高めている。 

・松江市内にとどまらず、国内外をフィールドとした活動が行われている。 

【課題】 

・指導者等の高齢化により、後継者が不足しているとともに、活動への若年層の参加

が少なく、メンバーや会員数が減少しているなど、伝統文化芸術イベントの担い手不

足や後継者不足が慢性化している。 

・特音課程（1996年〔平成 8年〕の学部改組で、特音課程は学校教育課程及び生涯

学習課程へと移行）がなくなったことにより、新しい指導者が輩出されにくくなって

いる。 

・芸術鑑賞会などの学習機会は学校等によって様々で、文化芸術を体験する機会に差

が生じている。 

・市民による文化芸術活動は、芸術性を深く求める人から、仲間とともに豊かな暮らし

を求める人まで、その活動内容と状況は多様であるため、これらの様々な現状をくみ

取って、施策に反映させることが求められる。 

・文化芸術活動の実践によって、人間にはどんな力が醸成されるのかを知ることが重

要である。 

・文化芸術活動の発展には、観客、担い手・創り手、指導者、制作者、支援者がいて実現

するものであることを認識することが大切。 

・後継者育成のために「伝統文化芸術」分野の「縦割り」を無くす。 

取 組 方 針 
文化芸術活動の価値を知り、広め、接する機会を増やすとともに、関わる“人財”の育成

を図る 

取 組 内 容 ◎ 未来を担う次世代“人財”を育てる 総合 

公民館活動の蓄積などを生かし、子どもから大人まであらゆる世代の可能性を伸ば

す学びのプログラムを多数提供していくことで、松江の未来を担う次世代“人財”の育

成に取り組む。 

◎基本施策 〇施策の展開方針 ❖主要施策 
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〇 まちづくりや地域活動の担い手となるリーダーの育成とネットワークづくりを通じ

て、未来を担う人の輪を拡大。 総合 

 ❖ まちを支える若者リーダーの育成と交流・連携の促進 総合 

〇 若い世代の新たな力を引き出し、まちの活力を高めるため、若い世代のネットワー

クづくりを支援。 総合 

 ❖ まちの活力を高めていくための若い世代のネットワークづくり 総合 

 

◎ 誰もが活躍できる社会の実現 総合 

年齢や障がいの有無に関わらず、誰もが地域・社会で活躍できるまちを目指し、共

創により住民と一体となって取り組む。 

〇 共創による事業を具体的に進めるとともに、市事業へ共創の理念・手法をさらに

浸透させ、定着を図る。また、市民参加型イベントを通じ、自主・自立した市民・地域

間交流の活性化を図る。 総合 

❖ 共創・協働による事業を進めるための仕組みづくりと裾野を広げる取り組み 

総合 

❖ 市民・地域交流活動の活性化のための市民参加型イベントの開催 総合 

 

◎ 観光文化産業の魅力向上とインバウンド強化 総合 

 自然・歴史・文化をはじめとする豊富な観光資源を生かした魅力づくりを図り、国内

外からの観光誘客の促進と外貨獲得の向上に取り組む。 

〇 伝統文化芸術の担い手育成による継承発展、伝統文化芸術活動の充実など「国際

文化観光都市」としてのまちづくりを進め、国内外に文化の薫り高いまちの魅力を

発信。 総合 

❖ 文化の担い手育成と新たな文化創造活動によるまちづくりと魅力発信 総合 

❖ 音楽によるまちづくりの推進 戦略 

❖ 郷土愛と愛着を育む事業の推進 戦略 

 

【新たな取り組みが必要と考えられる基本施策】 

☆ 魅力に気づく仕組みづくり 

学校教育・社会教育のほか、各種イベント等を通じて、誰もが本物の文化芸術に触

れる体験や機会を充実させることにより、魅力に気づく仕組みを構築する。 

☆ 活動者の連携推進 

様々な活動を行っている個人や団体同士が、活動や情報共有等で連携を図り、新

たな活動の推進につなげることで、みんなで支える仕組みを作る。 

☆ デジタルデータ化と情報発信の推進 

文化芸術活動に関する各種情報（写真・映像・音声など）をデジタルデータ化し、 

必要な情報を簡単に検索でき、入手できるような環境を整備する。また、情報発信

を推進し、活動状況などについて情報共有できる環境を整備する。 

◎基本施策 〇施策の展開方針 ❖主要施策 
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❻ 伝統文化芸術活動の拠点となる施設 

めざすべき姿 
伝統文化芸術活動の拠点施設として適切に管理され、誰もが親しみ、伝統文化芸術活動

を実践することができるとともに伝統文化芸術に触れ、学ぶことができるまち 

現状 と課 題 【現状】 

 ・公民館は、生涯学習や社会教育の場としての機能に合わせ、地域福祉や地域防災、環

境問題など、地域住民の総合的な活動拠点として重要な役割を担っている。 

 ・ホールと図書館の複合施設である総合文化センター（プラバホール）やしいの実シア

ターなど、コンサートや演劇の専門施設である公共施設がある。 

 ・プラバホールの大ホールは全国的に音響の良いホールとして知られており、内外の演

奏家から高い評価を得ている。 

 ・合併前の旧自治体ごとに整備された多くの公共施設がある。 

 ・県庁所在地であるため、県立や民間の施設が複数ある。 

 ・公民館が地域ごとにある。 

 ・従来の公民館は人数の多い活動には不向きだったが、近年新しくなった公民館には

広いスペースが確保されており、人数の多い団体も使用しやすくなっている。 

 ・「松江市公共施設適正化計画」に基づき取り組みを進めている。 

【課題】 

・多くの地域住民が活用する施設であるため、良好な施設環境を維持することが必要

であり、計画的に改修や修繕、更新を実施していく必要がある。 

・公共施設の老朽化が進み、施設の維持・更新などに多額の費用が必要となる。 

・施設面積や機能が不十分な施設がある。 

・伝統文化芸術の育成には練習が欠かせないが、練習場の数が不足している。 

・高齢者・障がい者への配慮がされていない施設もあり、市民であっても利用しづら

い。 

・公共交通機関が不便だったり、駐車場が不十分なため、来館をあきらめる人がいる。 

・社会経済情勢の変化及び多様化により、来館者の減少と固定化が進んでいる。 

・施設間における交流や連携が少ない。 

・文化芸術に専門的観点から助言する人材、企画プロデュースする人材が不足してい

る。美術館や博物館でいう学芸員のような人材の配置が望まれる。 

取 組 方 針 人を育て、適切な活用を促し、伝統文化芸術に触れる機会の創出 

取 組 内 容 ◎ 人材還流と松江暮らしの推進 総合 

 松江ファンの拡大と定住人口の増加を目指すため、「暮らしやすいまち」松江の魅力

を生かし、UI ターン者の受け入れに向けた仕組みづくりや、学生と地域のつながりづ

くりに取り組む。 

〇 高等教育機関との連携を強化し、学生に各種イベントや会議などへの積極的な参

画を呼び掛けるとともに、地域で活躍する学生を増やす取り組みを推進する。総合 

❖ まちづくりへの学生の参画の推進 総合 

◎基本施策 〇施策の展開方針 ❖主要施策 
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〇 市民ニーズに応じた学習内容の充実や、地域の課題解決に向けた講座の開催など

により、学びの場を拠点とする地域コミュニティ形成の推進を図る。 総合 

❖ 生涯学習の推進 総合 

❖ 市民が利用しやすい図書館づくり 総合 

 

◎ 時代に適応した効果的で効率的な行財政運営 総合 

 限られた市の予算の中、市政への市民参画および官民連携の促進、事務事業の効率

化や外部委託、公共施設の適正化などの取り組みを進めることで、財政の効率化と時

代のニーズへの対応を両立した行財政運営に取り組む。 

〇 公共施設カルテにより各施設のデータを一元管理し、毎年ローリングを行いなが

ら、公共施設の適正化を推進する。また、住民理解が深まるよう積極的な情報発信

に努める。 総合 

❖ 公共施設適正化の推進 総合 

 

 

【新たな取り組みが必要と考えられる基本施策】 

☆ 伝統文化芸術に触れる場の提供と適正な管理 

施設の機能診断に基づく投資計画と財政計画のバランスを保ち、効率的なインフ

ラの更新・再構築を行うとともに、誰もが伝統文化芸術活動に取り組める施設整

備を推進し、コミュニティの核としての施設運営を行う。 

☆ 施設の連携推進 

様々な活動の拠点施設同士が、活動や情報共有等で連携を図り、新たな活動の推

進につなげる。 

☆ デジタルデータ化と情報発信の推進 

施設や伝統文化芸術活動に関する各種情報（写真・映像・音声など）をデジタルデ

ータ化し、必要な情報を簡単に検索でき、入手できるような環境を整備する。ま

た、情報発信を推進し、活動や施設の利用状況などについて情報共有できる環境

を整備する。 

 

 
◎基本施策 〇施策の展開方針 ❖主要施策 
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❼ 宍道湖・堀川・中海等の松江的景観 

めざすべき姿 
多くの文人が「水の都」と書き記し、市民の心のよりどころで誇りとなっている風景が継

承され、100年後も変わらず、安らぎを与えられるまち 

現状 と課 題 

【現状】 

 ・宍道湖・中海、北山山系などの広大な自然環境のほか、松江城周辺の歴史的風情な

ど、良好な景観資源が数多くある。 

 ・北は日本海に面し、ラムサール条約に登録される宍道湖・中海を中心に、大橋川、堀

川などの多様な水域を有し、「水の都」と称される。 

・島根半島は、日本海の荒波によって浸食された美しい海岸線や多数のきれいな海水

浴場を有するなど、多様な水と身近にふれあうことができる環境がある。 

 ・大陸の分離と日本海の形成などダイナミックな地殻変動の痕跡や、その大地の上に成

り立ち、古くからの歴史や文化が残る松江市と出雲市をあわせたエリアは、「島根半

島・宍道湖中海ジオパーク」として日本ジオパークに認定されている。 

・水域は、生業の場として、市民の憩いの場として、松江らしい景観を育む素材として

重要な役割を担っている。 

 ・日本一美しい宍道湖の夕陽は、市民のみならず、多くの観光客を魅了している。 

 ・水辺では各種イベントが行われ、親水と賑わいづくりの拠点となっている。 

 ・昭和５０年（1975年）から始まった市民運動「クリーンまつえ」など、多くの市民が湖

や海や河川などの環境保全活動に携わっている。 

・自然、歴史、文化などや、人びとの生活、経済活動との調和により形成されている。 

 ・宍道湖の夕陽、日本海の漁火、ホタルの飛ぶ光景など多様な景観を楽しめる。 

・景観法に基づく景観条例が制定され、「松江市景観計画」に基づき、松江城周辺や宍

道湖周辺などを景観計画重点区域に指定し、松江らしい良好な景観づくりの取り組み

を行っている。 

 ・大橋川改修を契機に大橋川周辺を「水の都松江」にふさわしい魅力ある水辺空間にす

るため、長期的視点に立った水辺のまちづくりの方策の検討を進めている。 

 ・人口減少、既存住宅の老朽化、社会的ニーズの変化に伴い空き家が増加傾向にある。 

 ・伝統美観地区など特定地域に対して景観保全のための補助制度がある。 

【課題】 

・今後も引き続き松江らしい良好な景観形成を推進していく必要がある。 

・空き家の有効な利活用と適正な管理を行っていく必要がある。 

・昔ながらの町並み保存などには住民の理解が必要。 

・維持管理にお金がかかる。 

取 組 方 針 住むひとが誇りと愛着を感じ、訪ねるひとの心に残る松江の景観づくり 

取 組 内 容 ◎ 観光文化産業の魅力向上とインバウンド強化 総合 

 自然・歴史・文化をはじめとする豊富な観光資源を生かした魅力づくりを図り、国内

外からの観光誘客の促進と外貨獲得の向上に取り組む。 

◎基本施策 〇施策の展開方針 ❖主要施策 
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〇 多彩な資源を生かした観光地づくりと観光宿泊客の増加に向けた対応 総合 

❖ 多彩な資源を生かした観光地づくりによる新規観光客とリピーターの獲得  

総合 

 

◎ 自然環境・歴史・文化を生かしたまちづくりの推進 総合 

 神話を今に伝える地形や祭事、宍道湖や中海がもたらす水辺の景観、松江城をは

じめとする歴史資源の保全と活用の推進に取り組む。 

〇 文化財を保存するとともに、歴史的風致維持向上計画に基づく事業を行い、文化

財などを生かした独自のまちづくりを推進する。 総合 

❖ 郷土の歴史および文化に関する資料の調査・研究・収集および展示 総合 

❖ 文化財など保存・活用を通じたまちづくりの取り組み 総合 

❖ 城下町文化など豊かな歴史文化、自然を活かした魅力向上 戦略 

❖ 松江駅と松江城をつなぐ松江の景観整備 戦略 

❖ 文化財・廃校などを利用したリノベーション及びまちづくり 戦略 

❖ 歴史・文化を活かしたまちづくり 戦略 

〇 松江の歴史や文化の調査・研究を進め、その成果を市民や観光客へ積極的に伝え

ていく。 総合 

❖ 子ども・若者の「学び直し」をサポートする地域コミュニティ 開府 

❖ 「松江の文化力」で世界に広がる人のネットワーク 開府 

❖ 「松江城」「水の都松江」の強みを活かしたプロモーションとブランディング  

戦略 

❖ 島根半島・宍道湖中海ジオパークの推進による島根半島の活性化 総合 

❖ 中海の新たな活用 総合 

〇 松江市環境基本計画の基本理念「世界に誇る環境主都まつえ」の実現に向け、市

民・事業者・行政が一体となって取り組みを推進する。 総合 

❖ 「世界に誇る環境主都まつえ」の実現に向けた環境を大切にする取り組み 総合 

❖ 自然環境の保全と活用 戦略 

 

◎ 松江の魅力を高める環境・都市デザインの推進 総合 

 歴史文化薫る城下町や水都の風情を生かしたまちなみ整備、交流や地域居住を支え

る環境整備を進めることで、市民などを惹きつける魅力ある松江の実現に取り組む。 

〇 城下町の風情や水辺などの自然を生かした、松江らしい魅力あるまちなみを形成

していく。 総合 

❖ 景観の保全・創造・継承による美しく、誇りの持てるまちづくり 総合 

❖ 「水の都」のまちづくりを推進するために、魅力的な水辺空間の創出 総合 

❖ 城下町文化など豊かな歴史文化、自然を活かした魅力向上 戦略 

❖ 水辺の利活用と回遊性を高めるかわまちづくり 戦略 

❖ 松江駅から塩見縄手、松江城までのトータルデザイン 開府 

❖ 松江らしい駅前と水辺空間をつくる 開府 

◎基本施策 〇施策の展開方針 ❖主要施策 
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【新たな取り組みが必要と考えられる基本施策】 

☆ 魅力に気づく仕組みづくり 

学校教育・社会教育のほか、各種イベント等を通じて、松江的景観に触れる体験や

機会を創出することにより、松江の魅力に気づく仕組みを構築する。 

☆ 活動者の連携推進 

景観保全や観光振興等、様々な活動を行っている個人や団体同士が、活動や情報

共有等で連携を図り、城下町の黒瓦や日本海沿岸の赤瓦の集落などの町並みを

継承するため、空き家など既存資源の利活用と適正な管理など、新たな活動の推

進につなげる。 

☆ デジタルデータ化と情報発信の推進 

景観に関する各種情報（写真・映像・音声など）をデジタルデータ化し、必要な情報

を簡単に検索でき、入手できるような環境を整備する。また、情報発信を推進し、

景観に関する資料などについて情報共有できる環境を整備する。 
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（３） 役割 

伝統文化芸術活動の主体は、市民など文化に関わる個人や団体です。しかし、松江の文化力を生

かしたまちづくりの実現には行政の役割が大きく、市民や活動団体など文化に関わる者との協働が

欠かせません。 

文化に関わる者は、条例第３条第２項で規定しているとおり、市民、伝統文化芸術活動を行う者、

事業者及び松江の伝統文化芸術活動に関心がある者であり、市民だけではなく、通勤者や通学者、

観光客などのほか、遠くにいる松江のファンなども含みます。 

主体的に関わる人もいれば、そうではなく陰ながら応援してくれる人もいます。 

伝統文化芸術活動の主体は、あくまでも活動を行う者ですが、ここでは、市と文化に関わる者の

役割を分けて、整理しています。 

 

❶ 市の役割 

市の役割は、条例第３条で規定しています。第１項では、市は条例の基本理念にのっとり、松江

の文化力を生かしたまちづくりの実現のために、伝統文化芸術振興の施策を総合的かつ計画的に

実施することと明記しています。 

また、第２項では、文化に関わる者が行う取り組みに協力するものとしています。 

 

❷ 文化に関わる者の役割 

文化に関わる者の役割は、条例第４条で規定しているとおり、伝統文化芸術の保存、継承、発展

及び創造に努めるとともに、自主的かつ主体的な活動への参加及び支援等を通じて、伝統文化芸

術振興に努めるものとしています。 
 

文化に関わる者の特徴 

主体 特徴 

市民 
・伝統文化芸術活動の鑑賞者 

・伝統文化芸術の情報発信 

伝統文化芸術活動を行う者 

・伝統文化芸術活動の担い手 

・伝統文化芸術活動の保存、継承 

・伝統文化芸術活動を通じた地域活動 

事業者 

・企業として伝統文化芸術活動に参加 

・伝統文化芸術活動への支援 

・伝統文化芸術の産業化 

松江の伝統文化芸術活動に関心がある者 

・伝統文化芸術活動の鑑賞者 

・伝統文化芸術の情報発信 

・伝統文化芸術活動への支援 
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５．実施計画  

実施計画については、令和 3年度に設置する「松江市伝統文化芸術振興審議会」の意見をふまえて

策定する予定であり、本振興計画の方針に基づいて取り組む施策や具体的な事業を記載する予定で

す。 

計画期間は、1期 4年とし、毎年度、評価・検証を行いながら施策に取り組んでいきます。なお、実

施計画の策定にあたっては、松江の文化力を支える七つの柱ごとに、六つの取組の視点で施策を検討

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．推進体制  

条例で定めた目的や七つの柱のめざすべき姿を実現するための体制について記載するものです。 

（１） 松江市伝統文化芸術審議会 

松江の文化力を生かしたまちづくり条例に基づき設置する審議会で、本振興計画の推進に関

する施策の検証や実施計画の評価・検証を行います。 

根拠：松江の文化力を生かしたまちづくり条例第７条第１項に基づき設置 

役割：① 市長の諮問に応じ、本振興計画の推進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事

項を調査審議する。 

    ② 本振興計画の目標の達成度、効果等についての検証及び評価。 

    ③ 伝統文化芸術振興に関すること。 

委員：15人以内 

任期：2年 

七つの柱 六つの取組の視点 

文化財 

伝統文化 

茶の湯文化 

文化芸術活動 

拠点施設 

松江的景観 

生活文化 
施
策 

知 る :機会の充実、教育、調査、研究 

育 て る :担い手、活動者、指導者、ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、享受者の育成･支援 

伝 え る :保護や保存、継承、顕彰、情報発信 

創造する:価値の創出、新たなモノやコトを生み出す 

活用する:性質や働きが十分に発揮できるように、柔軟に使う 

支 え る :伝統文化芸術活動に対する直接的・間接的な支援 
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（２） 事業実施体制 

市の役割は、条例第３条第１項で、基本理念にのっとり、松江の文化力を生かしたまちづくりの

実現のために、伝統文化芸術振興の施策を総合的かつ計画的に実施することとしています。しか

し、横断的に実施するための組織体制となっていないのが現状であり、連携した取り組みができ

ていません。そのため、伝統文化芸術振興を効率的・効果的に取り組むため、事業実施体制を検

討する必要があります。 

〇 関係部署との定期的な情報共有を行い、市役所内部の連携強化を図る。 

〇 文化に関わる者や関係機関との連携強化を図る。 

〇 効率的な組織機構の実施体制を検討する。 

 

（３） 伝統文化芸術活動を支えるための資金について 

伝統文化芸術振興を図るためには、資金が必要になります。しかし、行政が全ての活動や施設

に対し資金を提供することは困難です。 

資金をどのようにして確保するのか、また、どのようにして持続可能なものにしていくのか、検

討する必要があります。 

〇 行政（国、県、市）の支援（補助金、負担金など） 

〇 民間企業による伝統文化芸術への支援 

〇 ガバメントクラウドファンディング等を活用した資金の調達 

〇 新たな利活用による資金の調達 

 

【文化財の活用事例】 

・ 二条城…パンフレットを大幅に刷新。特に外国人向けには、歴史的背景の説明（初歩的

な「将軍」とは何者であるかから大政奉還とは何かなど）や各部屋の説明、使わ

れ方や壁画の題材の意味など多面的な視野から理解できるようにした。また、

予約制による、非公開の場所で朝食を楽しむサービスの提供を実施。 

・ 桂離宮…土日も含めた通年公開により参観者が大幅に増加した。ガイドツアーの回数を

増やしたり、外国人専用のガイドツアーを実施。 

・ 迎賓館…単に一般公開するようになっただけでなく、かつてあった家具などを置き、実

際の使われ方を体感できる形で見せ、集客力が上がった。 
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資料編  

⑴ 松江の文化力を生かしたまちづくり条例 

目次 

 前文 

 第 1章 総則（第 1条－第 4条） 

 第 2章 伝統文化芸術振興に関する取組の視点（第 5条） 

 第 3章 伝統文化芸術振興計画（第 6条） 

 第 4章 松江市伝統文化芸術振興審議会（第 7条－第 12条） 

 第 5章 雑則（第 13条） 

 附則 

私たちの祖先は、豊かな自然や土地を背景にした国の成り立ちを、「神話」として後世に伝えてきま

した。 

今も美保関に残る「青柴垣
あおふしがき

神事」をはじめとする様々な伝統行事も、この国引きの大地と海が生み出

す恵みを糧として、この地に住む人々に、いにしえより綿々と受け継がれてきました。奈良時代、『出雲国
いずものくに

風土記』に記された意宇郡、秋鹿郡、島根郡などの地名や国引き神話などの伝承は今でも伝わり、生き

続けているのです。 

この地は太古以来、どの時代においても多くの人々が住み続け、出雲国の中心として活力を維持し、

日々の生活文化や伝統行事を継承しながら、今日を迎えている国内でもまれな地方なのです。 

江戸時代初めに、「堀尾吉晴」が城と城下町を築き、この城下町に「松江」という名前がつきました。

松江松平家七代藩主「松平治郷
はるさと

」は藩政改革に取り組みながらも「茶の湯文化」を極め、後世に茶の湯

という裾野の広い伝統文化を残してくれました。松江藩の財政は、相次ぐ風水害や凶作により窮乏を極

めましたが、不断の藩政改革と薬用人参やはぜ蝋
ろう

などの特産品による殖産振興により、幕末には見事に

その危機を克服したことは、新しい技術や文化などを広く受け入れ創意工夫する心を私たちに伝えてく

れました。 

明治維新後、解体の危機に瀕した「松江城天守」は多くの地元有志の努力により買い戻され、市民の

力でその雄姿が今に伝えられ、平成の世で再度、国宝に指定されました。 

さらに、時代を越えて継承された『古事記』は海を渡り、「ラフカディオ･ハーン」（小泉八雲）を松

江に導きました。ハーンは、松江の人々の古き良き生活文化を「神々の国の首都」の暮らしぶりとして

世界へ発信し、同時にオープンマインドで広く異文化を受け入れる大切さを伝えてくれました。一方で、

近代化にむかう日本に対し、昔ながらの文化や芸術が失われていくことへの警鐘を鳴らしました。事実、

時代のうねりの中で松江も多くのものを失ってきたと言わざるを得ません。 

こうした歴史を積み重ねてきた松江は、現代においても、多くの分野で文化性の高い表現者を輩出し、

市民が主体的に様々な文化芸術活動に取り組む、文化芸術の薫り高いまちです。 

「水の都松江」に住む人々は、いにしえより水とともに日常の生活を送ってきました。宍道湖や日本

海に沈む夕陽や神々しい朝日を見るたびに、時間を忘れ見とれた経験は、多くの人の記憶にあるはずで

す。この風光明媚な景観を後世に引き継いでいきたいという思いは、市民誰もの願いと言えるでしょう。 
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時代の移り変わりとともに、経済性が優先されるようになったことで市民の暮らしぶりも大きく変化

しました。さらに人口減少社会に突入したことで、地域で伝統行事や生活文化を守り伝えていくことが

極めて難しくなっています。 

私たちは、このままでは松江の伝統文化や文化芸術が知らず知らずのうちに失われてしまうのではな

いかという強い危機感を抱きました。一方で、平成の時代に新たに加わったプログラミング言語「Ruby」

は、古くから創意工夫と多様性を尊重してきた松江の新しい文化として育ちつつあります。 

今まさに、市民が誇るべき松江の文化力の価値を再認識し、受け継ぎ、生かしていくとともに、新た

に生まれる文化芸術を受け入れ、この松江のまちが、将来にわたり、住む人、訪れる人、誰もが心豊か

になれるまちであり続けることが求められています。 

そのためにできること、やらなければならないことを明らかにし、実現に向け、力を合わせていくた

めの指針を示すために、この条例を制定します。 

   第 1章 総則 

 （目的） 

第 1条 この条例は、豊富に残る文化財、地域に受け継がれる伝統行事、暮らしに根づく茶の湯文化や

生活文化、市民の心の糧となる文化芸術活動、これらの拠点施設、人と自然が織りなす景観など、松

江市民の暮らしの根底にあり市民の誇りとなりうる力（以下「松江の文化力」という。）を再認識し、

未来を担う子どもたちはもとより、世代を超えて誰もが心豊かになれるまちにしていくために、基本

理念を定め、取組の視点を明らかにすることにより、本市における伝統文化芸術振興を図り、松江の

文化力を生かしたまちづくりに寄与することを目的とする。 

 （基本理念） 

第 2条 松江の文化力を生かしたまちづくりの推進は、次に掲げる事項を保存し、継承し、及び発展さ

せて行うものとする。 

 ⑴ 古代から近代までの豊富な文化財 

 ⑵ 地域に根づく伝統文化 

⑶ 市民生活に根づく茶の湯文化 

⑷ 小泉八雲が五感で感じた松江の生活文化 

 ⑸ 市民とともに育む文化芸術活動 

 ⑹ 伝統文化芸術活動の拠点となる施設 

 ⑺ 宍道湖、堀川、中海等の松江的景観 

2  前項の規定にかかわらず、松江の文化力を生かしたまちづくりの推進は、時代に応じて新たに生ま

れる文化芸術を受け入れ、及び松江の文化力を発展させて行うものとする。 

 （市の役割） 

第 3条 市は、基本理念にのっとり、松江の文化力を生かしたまちづくりの実現のために、伝統文化芸

術振興の施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。 

2  市は、市民、伝統文化芸術活動を行う者、事業者及び松江の伝統文化芸術活動に関心がある者（以

下「文化に関わる者」という。）が行う取組に協力するものとする。 

 （文化に関わる者の役割） 

第 4条 文化に関わる者は、伝統文化芸術の保存、継承、発展及び創造に努めるものとする。 
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2  文化に関わる者は、自主的かつ主体的な活動への参加、支援等を通じ、伝統文化芸術振興に努める

ものとする。 

   第 2章 伝統文化芸術振興に関する取組の視点 

 （取組の視点） 

第 5条 市及び文化に関わる者は互いに協力し、又は連携し合い、第 2条の基本理念の実現に当たって、

次に掲げる事項を視点として取り入れながら伝統文化芸術振興に努めるものとする。 

 ⑴ 松江の文化力を知る。 

 ⑵ 松江の文化力を育てる。 

 ⑶ 松江の文化力を伝える。 

 ⑷ 松江の文化力を創造する。 

 ⑸ 松江の文化力を活用する。 

 ⑹ 松江の文化力を支える。 

   第 3章 伝統文化芸術振興計画 

 （伝統文化芸術振興計画の策定） 

第 6条 市は、伝統文化芸術振興計画（以下「振興計画」という。）を策定し、基本的な事項その他必

要な事項について定めるものとする。 

2  市は、振興計画を策定するに当たっては、広く市民の意見を反映するよう努めるものとする。 

3  市は、振興計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。 

4  前 3項の規定は、振興計画の変更について準用する。 

   第 4章 松江市伝統文化芸術振興審議会 

 （設置及び所掌事務） 

第 7条 次に掲げる事務を行うため、松江市伝統文化芸術振興審議会（以下「審議会」という。）を置

く。 

 ⑴ 市長の諮問に応じ、振興計画の推進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項を調査審議す

ること。 

 ⑵ 振興計画の目標の達成度、効果等についての検証及び評価に関すること。 

 ⑶ 前 2号に掲げるもののほか、伝統文化芸術振興に関すること。 

2  審議会は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる事項について市長に意見を述べることが

できる。 

 （組織） 

第 8条 審議会は、委員 15人以内で組織する。 

2  委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。 

 （委員の任期） 

第 9条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。 

2  委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会長及び副会長） 

第 10条 審議会に会長及び副会長を置く。 

2  会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

3  会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 
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4  副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第 11 条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる審議

会の会議は、市長が招集する。 

2  会長は、審議会の会議の議長となる。 

3  審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

4  審議会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

 （関係者の出席） 

第 12 条 議長は、必要があると認めるときは、審議会の会議の議事に関係のある者の出席を求め、そ

の意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

   第 5章 雑則 

 （委任） 

第 13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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⑵ 条例の構成イメージ図 
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⑶ 七つの柱の例示一覧(順不同) 

古代から近代までの

豊富な文化財 

松江市所在の指定・登録文化財【建造物神魂神社本殿,松江城天守,菅田庵及び向

月亭,神魂神社末社貴布禰稲荷両神社本殿,木幡家住宅 主屋/新座敷棟/飛雲閣/

新奥座敷棟/奥座敷棟/新蔵/米蔵/三階蔵,佐太神社 正中殿/北殿/南殿,美保神社

本殿,興雲閣,明々庵 本席/水屋/鎖の間,真名井神社本殿,高真院(松平直政)廟門,

大圓庵(松平治郷)廟門,内神社(高野宮)本殿,塩見畷旧武家屋敷遺構,お成りの間,

鐘楼門/お成り門/地蔵堂,武家屋敷,観月庵及び待合,田原神社随神門,星上寺仁王

門,来待神社,京極高次供養塔,松江藩家老朝日家長屋,田野家住宅(旧田野医院),初

代松江警察署庁舎,旧米江旅館本館北棟,旧米江旅館本館南棟,旅館美保館本館,旅

館美保館旧本館,島根大学旧奥谷宿舎(旧制松江高等学校外国人宿舎),島根大学正

門(旧制松江高等学校正門),美保関灯台,美保関灯台石塀,美保関灯台旧吏員退息

所主屋(美保関灯台ビュッフェ食堂),美保関灯台旧吏員退息所倉庫(美保関灯台ビ

ュッフェ厨房),美保関灯台旧吏員退息所便所(美保関灯台ビュッフェ便所),美保関

灯台旧吏員退息所石塀(美保関灯台ビュッフェ石塀),美保関おかげの井戸,津森内

科医院,浅野小児科医院,千本貯水池堰堤,千本貯水池堰堤管理橋,忌部浄水場旧弁

室及び着水井,忌部浄水場導水溝及び放水井,忌部浄水場一号～六号濾過池,忌部

浄水場集合井,旧床几山配水池,旧床几山配水池計量室,旧床几山配水池門,ごうぎ

んカラコロ美術館(旧山陰合同銀行北支店),カラコロ工房(旧日本銀行松江支店),

福田平治・与志記念館(旧愛隣会館),村松家住宅主屋,村松家住宅門及び塀,保性館

幽泉亭,島根県庁舎本庁舎,島根県庁舎議事堂,旧島根県立博物館(現島根県庁第三

分庁舎)絵画板絵著色神像(本殿板壁画),紙本墨画 大応国師図白隠筆/大燈国師

図白隠筆/関山国師図白隠筆/出山釈迦図白隠筆,老女 石橋和訓筆 油絵麻布,紙

本著色 勅使代参向図,絹本著色 騎獅子文殊像,絹本著色 尼子経久像,絹本著色 

両界曼荼羅図,美人読詩(額装),版画東海道五十三次,版画凱風快晴図,版画神奈川

沖浪裏図,版画山下白雨図,紙本墨画襖絵,絹本著色 阿弥陀如来並聖衆来迎図,絹

本著色 阿弥陀如来立像図,板絵三十六歌仙図額,紙本著色 山越阿弥陀図,絹本著

色 不動明王二童子像彫刻木造薬師如来坐像,木造十一面観音立像,木造聖観音立

像,木造菩薩形立像,銅造阿弥陀如来立像,木造馬頭観世音菩薩坐像,木造神像群,舞

楽面陵王,木造神馬,木造ルシャナ仏坐像,木造釈迦如来涅槃像,木造阿弥陀如来坐

像,木造大日如来坐像,木造薬師如来脇侍像,木彫欄間,木彫狛犬,木造毘沙門天立

像,木造阿弥陀如来像,木製波濤文透彫欄間工芸品銅鐘,色々威胴丸（兜･大袖付）,

色々威五十八間筋兜,色々威腹巻(兜･大袖付),彩絵檜扇 龍胆瑞花鳥蝶文扇箱,戒

体箱 居箱大永四年亀井秀綱寄進/如意 香炉箱大永四年亀井秀綱寄進/柄香炉 

ばっ子大永四年亀井秀綱寄進,なぎなた,鏡像/方鏡著彩阿弥陀如来来迎図円鏡線

刻十一面観音坐像,大野太刀,刀〔表銘元治元子年八月吉日雲州住長信作：裏銘君萬

歳〕,刀〔表銘守貞作：裏銘主三沢二良左衛門為景天正二年二月十二日〕,黒漆御供

台,鰐口,色々威腹巻,小太刀額銘長光〔附銀荘葵紋毛抜太刀拵〕,松江城天守雛形,

刀,紫糸威二枚胴具足,蒔絵手箱勝軍木庵作,歌合カルタせい楽院筆,太刀銘包平,刀

〔表銘八幡宮奉寄進堀(土＋出)尾丹家□□ 裏銘寛永十癸酉八月十五日雲州住銀
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祐作〕,横笛銘元興寺,輪転式一切経経蔵,栄螺形兜(長曽祢三右衛門利光作),和鏡,

大日堂鰐口,六角地蔵燈篭,刀〔表銘雲藩柔道師範石原藤中従試冑切断及土壇門人

井上藤原敬之亦試甲佩之 裏銘嘉永三年正月吉日長信(花押)〕書跡紙本墨書大智

度論,紙本墨書手鑑,紙本墨書新古今和歌集零本,墨書顕如上人真影図裏書古文書 

揖夜神社文書,紙本墨書秋上家文書,紙本墨書八重垣文書,紙本墨書迎接寺文書,紙

本墨書熊野神社文書,紙本墨書笠置家文書,吉岡家文書,富家文書,竹内右兵衛書つ

け,堀尾山城守給帳,松江藩給帳,布志名焼御用窯年数書,内神社文書,湯之助文書,

御入湯御用御宿割図,御入湯御用御宿割帳,上御入湯日記留,松江市所有検地帳,堀

尾古記,堀尾家記録,大保恵日記考古資料出雲国玉作跡出土品,金銅荘環頭大刀 刀

身共,平所遺跡埴輪窯跡出土品,出雲玉作遺跡出土品,出雲岡田山古墳出土品,銅鐸,

細形銅剣,銅印印文｢春｣,上野 2号墳出土品,古浦砂丘遺跡出土品,田和山遺跡出土

遺物,上代玉作関係遺物,小屋谷 1号墳出土品,小屋谷 3号墳出土品,増福寺 21号

墳出土品,玉造古墓出土資料,前田遺跡 第 II調査区出土遺物,熊野銅鐸,寺床 2号

墳出土品,古城山遺跡 4号横穴墓家形石棺と出土品歴史資料宍道伊予守遺物九条

大袈裟,手結浦事変関係遺品,松江藩御船屋/御水主/大相撲関係資料,三条宗近銘

太刀,松江城縄張図,豊龍寺開基宍道隆慶座像,元禄出雲国絵図,弘長寺阿弥陀如来

坐像,安部吉弘コレクション,塩札(松江城天守出土)工芸技術楽山焼,雁皮紙有形民

俗文化財諸手船,美保神社奉納鳴物 打楽器 224点/管楽器 231点/絃楽器 34

点/その他の楽器 41点楽器のミニチュアと玩具 317点,そりこ,サバニー,トモド,火

鑚臼,大垣の影人形(錦影絵)道具,運輸関係資料,二代小林幸八木地師道具,北寺町

の宮宿（屋台 1台/鳥居 1基),出雲の藍板締め染め用具及び製品無形民俗文化財

佐陀神能,秋鹿大日堂御頭行事,ホーランエンヤ櫂伝馬踊り史跡出雲国分寺跡,出雲

玉作跡,山代二子塚,大庭鶏塚,徳連場古墳,丹花庵古墳,佐太講武貝塚,安部谷古墳,

松江城,伊志見一里塚,小泉八雲旧居,山代方墳,権現山洞窟住居跡,サルガ鼻洞窟住

居跡,岩屋寺跡古墳,金崎古墳群,岡田山古墳,出雲国府跡,石屋古墳,出雲国山代郷

遺跡群 正倉跡/北新造院跡,松江藩主松平家墓所,田和山遺跡,古天神古墳,玉造築

山古墳,薄井原古墳,大草岩船古墳,東百塚山古墳群,西百塚山古墳群,岩屋後古墳,

御崎山古墳,荒神谷･後谷古墳群,出雲国分寺瓦窯跡,十王免横穴群,報恩寺古墳群,

乃木二子塚古墳,山代郷南新造院跡,女夫岩遺跡,山代郷南新造院瓦窯跡,堀部第 2

遺跡,富士名判官義綱古墓,犬石/猪石,伝大野次郎左衛門墓(五輪塔),伊賀見 2号

墳,久戸千体地蔵,松江藩主堀尾忠晴墓所,講武岩屋古墳,堀部古墳群,金山(坂口)要

害山城,堀部第 6遺跡名勝美保の北浦,枕木山,木幡山荘,嫁ヶ島史跡及び名勝菅田

庵史跡及び天然記念物潜戸天然記念物大根島の熔岩隧道,多古の七ツ穴,築島の

岩脈,大根島第二熔岩隧道,志多備神社のスダジイ,大空の山桜,タチバナ,ヤマモモ,

千手院のしだれ桜,深原のケヤキ,秋奥のケンポナシ,星上山山頂の照葉樹林及び動

物群,秋奥のモリアオガエル産卵池,ギフチョウ,ツバキ｢花仙山｣原木,玉造上天満宮

連理の古フジ,玉湯小学校のセンダン,日速神社の双葉ガシ,本庄の西条柿古木】,松

江市登録歴史的建造物【出雲ビル,旧紳士服トラヤ（元山陰道産業株式会社）,かげ

やま呉服店（旧第三国立銀行松江支店）,三代家住宅主屋,定秀家住宅,濱延舎（旧濱
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中屋）,綿貫家住宅（主屋・塀・蔵）,國暉酒造（主屋・仕込蔵）,津森内科医院,米田酒造

貯蔵蔵,山口薬局主屋,旧料亭久の家（主屋・塀）,旧新橋町泉商店主屋】 

地域に根づく 

伝統文化 

左義長,トンド行事,墨付けトンド,大餅行事,祷家神事（神魂神社）,節分祭,花もちづく

り,流鏑馬神事（爾佐神社）,青柴垣神事（美保神社）,八雲楽（熊野大社）,お大師さん,

亀尾神能,身隠し神事（八重垣神社）,かんから祭り,ホーランエンヤ,古伝神事（佐太

神社）,宍道祇園祭（れんげ祭）,穂掛祭（揖夜神社）,トーレトーレ御神事（平濵八幡

宮）,佐陀神能,奉納相撲（氷川神社）,陣幕久五郎顕彰相撲（筑陽神社）,鼕行列,ガッ

チ祭,諸手船神事（美保神社）,島根町大漁節,関乃五本松節,島芝翫節,松江市伝統芸

能文化保護育成協議会加盟団体【正調関乃五本松節保存会,伝承大井ホーランエン

ヤ保存会,平濱八幡宮トーレトーレ御神事,松江市鼕行列保存会,佐陀神能保存会,魚

瀬左吉兆とんど行事,秋鹿大日堂御頭行事保存会,亀尾神能保存会,伝承ホーランエ

ンヤ馬潟櫂伝馬保存会,伝承ホーランエンヤ矢田保存会,福富ホーランエンヤ保存会,

大海崎伝承ホーランエンヤ保存会,神魂神社祷家神事,本庄町左義長しゃぎり保存

会,八重垣神社身隠し神事,佐太神社古伝神事保存協会,美保神社神事保存会,熊野

大社神事・八雲楽保存会,宍道町角道協会,島芝翫節保存会,揖夜神社奉賛会,陣幕

会,島根町大漁節保存会】 

市民生活に根づく 

茶の湯文化 

食文化(料理･素材･和菓子･お酒・出雲そば),生活文化(茶道･華道･書道),美術工芸

(陶芸･漆工･木工),建造物･建築技術(茶室･庭),松江茶道会加盟流派【表千家,不昧

流不昧会,不昧流大円会,裏千家,三斎流,武者小路千家出雲松和会,不昧流研究会,

不昧流不落会】,島根県茶道連盟加盟団体【一般社団法人 表千家同門会 島根県支

部,一般社団法人 茶道裏千家淡交会 島根支部,武者小路千家 出雲松和会,三斎

流九曜会,不昧流不昧会,不昧流大円会,不昧流研究会,不昧流不落会,羽楽流煎茶 

島根支部,公益財団法人 小笠原流煎茶道 島根支部,公益財団法人 煎茶道方円流 

島根支部,素心流五葉会 島根支部】 

小泉八雲が五感で感

じた松江の生活文化 

民俗文化(加賀の潜戸,怪談),国際発信(『知られぬ日本の面影』,「神々の国の首

都」),オープンマインド(開かれた精神,多文化共生),小泉八雲記念館,小泉八雲旧居,

城山稲荷神社,清光院,大雄寺 

市民とともに育む 

文化芸術活動 

松江市文化協会加盟団体【洋画島根洋画会松江支部,Funkotsu 水彩画松江水彩

画会日本画新樹社水墨画水墨画同好会,松江水墨画研究会書道松江書道会,創島

書道会,甲子会,日書美島根会,松江市書道教育連盟写真しまねデジタルフォトクラ

ブ,松江写真作家協会工芸松江市民工芸の会デザイン島根デザイン連盟松江支部

ちぎり絵松江ちぎり絵サークル合唱松江市民合唱団,松江プラバ少年少女合唱隊,

プラバ・ミューズコール,まつえコールブルー,混声合唱団みずうみ,のぎキッズコー

ラス器楽松江ウインドアンサンブル,Ｔｈｅ Ｔｏｍｏｒｒｏｗ Ｇｉｒｌｓ,Ｇ．Ｍ．Ｃ．クインティ

ナ,Ｔオアシス anオーケストラ,島根ピアノ同好会,山陰アマチュアギターネットワー

ク,山陰フィルジュニアオーケストラ,島根ホルンクラブ,ひがしいずもブラス,山陰フ

ィルハーモニー管弦楽団,ぽっかぽか♪わおん,一般社団法人全日本ピアノ指導者協

会松江ステーション大正琴琴城流大正琴松江支部尺八山陰尺八道場,公益財団法
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人都山流松江分会筝・三絃ひのくら会,現代邦楽合奏団いとたけ謡曲・囃子松江観

世会,松江喜多会,松江宝生会,松江井上松聲会吟詠清吟堂吟友会松江ブロック太

鼓東出雲太鼓 夢玄芸能 iＰａｄ浪曲愛好会松江日舞美月波としやの会,かたばみ

会,藤間流藤枝会,柳元流淞柳会,松江民謡連 竹内松子社中洋舞瞳エコール・ドゥ・

バレエ,若佐久美子バレエスクールラルジェス,ケイバレエスタジオ山陰支部,アイレ・

デ・フラメンコ鑑賞松江市民劇場,松江キネマ倶楽部,特定非営利活動法人おやこ劇

場松江センター,雲州ばんじまし亭,山陰落語の会演劇劇団 Yプロジェクト,認定特

定非営利活動法人あしぶえ郷土芸能文化伝承ホーランエンヤ馬潟櫂伝馬保存会,伝

承ホーランエンヤ矢田保存会,伝承大井ホーランエンヤ保存会,福富ホーランエンヤ

保存会,大海崎伝承ホーランエンヤ保存会,八重垣神社身隠し神事,松江市鼕行列保

存会,関乃五本松節保存会伝統芸能文化亀尾神能保存会,高祖寺奥の院大日堂御頭

行事保存会,平濱八幡宮トーレトーレ御神事,魚瀬左吉兆とんど行事,佐陀神能保存

会郷土研究松江藩の文化を愛する会,むらくも笛友会,東出雲の歴史・史跡を探索

する会,いづもナンキン振興会散文学八雲会,山陰文藝協会,山陰日本アイルランド

協会韻文学松江川柳会,俳句会「城」茶道公益財団法人煎茶道方円流島根支部,不

昧流大円会,不昧会華道華道家元池坊松江支部,一般財団法人小原流松江支部,草 

月流島根県東ブロック,日本生花司松月堂古流島根支部盆栽松江盆栽同好会園芸

山陰カメリアンクラブ囲碁日本棋院松江支部将棋日本将棋連盟松江棋翔会支部レ

クリエーションまつえレクリエーション協会,睦月歌謡会,フラ ハラウ ピカケ テルヌ

マ武良範子スタジオ,千の歌の会】,松江市音楽団体連絡協議会加盟団体【朝日女声

コーラス,宍道コールそれいゆ,ヴォーカルユニット Pepper,プラバ・ミューズコー

ル,まつえコールブルー,MOMO クラス松江,ピチカート,松江プラバ少年少女合唱

隊,くにびき学園うたごえクラブ,混声合唱団プリマベラ・コール,松江市民合唱団,琴

名流大正琴 琴清会,松江ギター協会,ヤマハ音楽教室教室,カリンバ・イモーチェ,現

代邦楽合奏団 いとたけ,琴アンサンブル 「華」,邦楽 ひのくら会,筝グループ 

「櫻」】,公民館のサークル活動【社交ダンス,フォークダンス,レクダンス,ラウンドダン

ス,ジャズダンス,フラダンス,フラメンコ,民謡踊り,日本舞踊,歌謡舞踏,新舞踊,詩舞,

銭太鼓,大正琴,邦楽,尺八,太鼓,三味線,ギター,ハーモニカ,ハンドベル,コーラス,歌

謡,民謡,大漁節,安来節,相撲甚句,カラオケ,音楽鑑賞会,詩吟,謡曲,煎茶,抹茶,小原

流生け花,池坊生け花,古流生け花,山草会,花づくり,園芸,書道,俳句,川柳,短歌,料

理,囲碁,将棋,マージャン,レクリエーション,百人一首,パッチワーク,洋裁,編み物,刺

し子,手芸,染物,てまり,木目込み人形,トールペイント,木彫り,エコクラフト,グラスア

ート,工芸,陶芸,絵画,水彩画,水墨画,日本画,墨絵,中国画,ちぎり絵,絵手紙,表装,押

し花,七宝焼,塗り絵,写真,演劇,パソコン,気学,ブックトーク,ツボ・ケイラク,チャンバ

ラ,読書,歴史を楽しむ,野あるき,里山を育てる,手話,英会話,中国語,ストーリーテリ

ング･朗読,翻訳,浪曲,論語】,市民文化祭,市民美術展,市民音楽祭,水燈路 

伝統文化芸術活動の

拠点となる施設 

安部榮四郎記念館,出雲かんべの里,出雲玉作資料館,鹿島歴史民俗資料館,来待ス

トーンミュージアム,県民会館,県立美術館,興雲閣,ごうぎんカラコロ美術館,公民館,
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しいの実シアター,島根大学旧奥谷宿舎,島根大学総合博物館アシカル,市民活動セ

ンター,資料館,田部美術館,図書館,中村元記念館,風土記の丘,プラバホール,松江先

人記念館・雑賀教育資料館,松江歴史館,松江ホーランエンヤ伝承館,美保関資料館,

メテオプラザ（美保関海の学苑ふるさと創生館） 

宍道湖、堀川、中海

等の松江的景観 

宍道湖,堀川,大橋川,中海,シジミ漁,朝日,朝もや,雲間から差し込む陽光（薄明光線,

天使の梯子）,夕陽,水郷祭,日本海,海水浴場,漁火,薬用人参畑，牡丹畑,干し柿小屋,

湯けむり,星上山から見る夜景,ホタルのいる光景,夜光虫が寄る海,田園風景,電車

と湖の風景,水のある景色,文人墨客が描いた情景 
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⑷六つの取組の視点イメージ
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⑸ 松江市文化行政のあり方検討委員会委員等名簿 

松江市文化行政のあり方検討委員会委員（順不同・敬称略） 

 

 

 

 （事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

（令和３年３月現在） 

  

 氏名 役職等 

委員長 垣内 恵美子 政策研究大学院大学教授 

副委員長 小林 祥泰 島根大学名誉教授・特任教授 

委員 小泉 凡 小泉八雲記念館館長 

委員 園山 土筆 認定 NPO法人あしぶえ理事長 

委員 藤間 寛 松江歴史館学芸専門監 

委員 長岡 空郷 出雲焼楽山窯 十二代 

委員 羽田 昭彦 松江観光協会 松江観光プロデューサー 

委員 渡邊 志津子 プラバ少年少女合唱隊代表 

委員 景山 直観 松江郷土料理研究会会長 

委員 田部 長右衛門 田部美術館代表理事 

委員 山口 周平 彩雲堂社長 

役職等 氏名 

松江市政策部長 藤原 亮彦 

松江市政策部 地域振興事業推進部長 足立 保 

松江市政策部地域振興課 課長 井川 浩介 

       〃         地域振興係長 広瀬 正之 

       〃 上  麻衣 
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⑹ 松江の文化力を生かしたまちづくり条例制定及び振興計画策定の経過 

年度 年月 事項 内容 

H30 平成３１年 ３月 
「国際文化観光都市松江の歴史伝統文化を未

来へ継承することについて」市議会から提言 

 

R １ 
令和元年 11月 第 1回松江市文化行政のあり方検討委員会 

・委員長、副委員長の選出 

・目的の説明 

・松江市の文化について各委員からの意見 

令和 2年 1月 第 2回松江市文化行政のあり方検討委員会 

・検討委員会の今後の方向性について 

・ヒアリングの実施について 

・アンケートの実施について 

3月 文化関係者（10名）ヒアリング実施  

R 2 
         4月 

市民アンケート実施 

（4/8～4/24） 
有効回答数 791件（対象者数 2,700人） 

       5月 第 3回松江市文化行政のあり方検討委員会 

・アンケート調査結果（一次集約）について 

・ヒアリング結果について 

・文化の柱について 

       6月 文化活動関係者等（18名）ヒアリング実施  

         ７月 第 4回松江市文化行政のあり方検討委員会 

・市民アンケート調査結果について 

・追加ヒアリング結果について 

・文化の柱の提案 

・条例イメージについて 

９月 第 5回松江市文化行政のあり方検討委員会 

・文化条例等の構成イメージについて 

・六つの視点のイメージについて 

・条例(案)・計画(案)の構成イメージについて 

・条例(案)について 

1０月 第 6回松江市文化行政のあり方検討委員会 

・条例(案)について 

・パブリックコメントの実施(案)について 

・計画(案)について 

1１月 
条例（案）に対するパブリックコメント実施 

（11/４～12/４） 
提出意見数：43名 134件 

1２月 第 7回松江市文化行政のあり方検討委員会 

・パブリックコメントの結果報告 

・条例(案)について提案 

・計画(案)について提案 

・計画(案)のパブリックコメントの実施について 

令和３年 1月 
振興計画（案）に対するパブリックコメント実施

（1/18～２/16） 
提出意見数：37名 137件 

      2月 2月議会 条例(案)議案提出（R3.２．２４）  

3月 第 8回松江市文化行政のあり方検討委員会 

・条例について報告 

・計画(案)パブリックコメントの結果報告 

・計画(案)について提案 

3月 条例議決（R3.3.18） 
 

3月 条例の施行及び振興計画の決定 
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⑺ 市民アンケートの概要 

❶調査目的 

まちづくりや観光施策などの土台となる松江の歴史・伝統・文化を深堀し、本市の施策に反映させるた

めに、市民の意識やニーズを把握するため、アンケート調査を実施した。 

❷調査期間 

令和 2年 4月 8日（水）～4月 24日（金） 

❸調査方法及び回収状況 

無作為に抽出した 18歳以上の市民 2,700人（男性：1,289人、女性 1,421人）に郵送。792件の

回収があった。うち、有効回答数は 791件であり、有効回答率は 29.3％であった。 

❹調査結果の概要 

市民の文化的な体験や活動 

市民の約 6割が文化的な体験や活動に関心があるものの、約 5割の市民が「活動したことはない」と回

答し、さらに「過去に活動していたが、今はやっていない」と回答した市民も 2割近くにのぼった。 現在行

っている文化活動では、生活文化（華道、茶道、書道、盆栽など）を行っている人が多かった。 

「松江らしさ」としての文化の魅力 

松江のイメージとしては、「美しい景観・町並み」があり「自然が豊か」であり、「歴史や伝統を感じられる」

まちであると 6割以上が回答した。 

具体的なイメージは、シンボルとしての松江城やその周辺の掘割、塩見縄手があり、宍道湖をめぐる夕日

や水の都としての自然景観、そして日常的には茶の湯の文化が根付き、鼕行列やホーランエンヤをはじめと

した各地での伝統行催事が市民の誇りとして認識されている。 

松江が文化的なまちであるために必要なこと 

松江が文化的なまちであるために必要なことは、「伝統的な文化が大切にされ、継承されていること」と

6割以上が回答し、最も多い。次いで、5割近くが「身近に自然・歴史が感じられ、市民が大切にしているこ

と」「子どもが文化に触れ、心豊かに成長すること」と回答している。このことから、文化を大切にし、その担

い手に関わる「人」が注目される結果となった。 

松江の芸術文化を守り・育てるための課題と対策 

【満 足 度】芸術文化に関する市民の活動に関しては、比較的満足感が得られている。一方で、一流の作

家やアーティストに触れたり、その担い手となる活動の機会や人材、そのための資金、及び地

域外への情報発信については満足度が低い。 

【重 要 度】特に子どもたちに向けて質の高い文化に触れる機会が重要と捉えられている。また、地域

外、海外への松江市の文化の発信についても重要度が高い。 
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【市民ニーズ】特に子どもたちに向けて、質の高い文化に触れることに対するニーズが高い。また、地域外、

海外への松江市の文化の発信へのニーズが高い。市民が芸術文化に触れる機会や地域や学

校との連携など、日常的な芸術文化活動に関しては、今後とも現状を維持していくことが求

められている。芸術文化の担い手支援（活動資金、活動の場、人材）について、今後の対策が

求められている。 

【年代別分析】「重点改善分野」「重点維持分野」「維持分野」「改善分野」の項目分布については、年代別に大

きな差はなく、いずれも①子どもたちが芸術文化に触れる機会②地域外、海外への松江市の

文化の情報発信③一流の作家やアーティストに触れる機会へのニーズが高くなっている。 

全体として、満足度の平均値が高いのは 20代、30代、40代及び 70代であり、どちらかというと若い

世代の方が満足度が高い傾向にある。重要度についても、20代と 40代の平均値が高く、今後の文化の

あり方について関心が高いことが伺える。 

松江の歴史文化を守り・育てるための課題と対策 

【満 足 度】文化財や町並みの保存・整備については、突出して高い満足度が得られている。市民の歴史

文化活動についても、一定の満足度が得られている。一方で、伝統工芸の継承や祭事・民俗

芸能の伝承に関する項目では満足度が低くなっている。また、国内外への情報発信について

も満足度が低い。 

【重 要 度】文化財や町並みの保存・整備は、極めて重要であると捉えられている。伝統工芸の継承や祭

事・民俗芸能の伝承に関する項目では重要度が高くなっている。また、観光など産業活動へ

の活用についても重要であると捉えられている。 

【市民ニーズ】文化財や町並みの保存・整備については、引き続き、市民の高い期待がある。伝統工芸の継

承や祭事・民俗芸能の伝承に関しては、重要な課題として捉えられており、今後の対策が求め

られている。また、観光など産業活動への活用についても今後の対策が求められている。 

【年代別分析】いずれの年代においても、満足度、重要度とも、項目においてほぼ同様の結果となっている。

つまり、「文化財や町並みの保存・整備」が突出して満足度が高く、かつ重要度も高い。 

①伝統工芸における担い手の確保や育成（技術伝承）②祭事、民俗芸能の担い手の確保や育成③伝統工芸

における職人や工房や店舗などの充実・存続④祭事、民俗芸能の伝承（資金・設備など）が、重要度が高い

にも関わらず低い満足度にとどまっており、つまり、市民ニーズが高い項目である。 

「観光など産業活動への活用」についても重要視されているが、一定の満足を得ている結果となった。 

年代別の満足度の平均値は、20代、30代、40代が高く、比較的若い年代が満足している。一方重要度

は、年代別で目立った差ははいが、60代、70代の重要度平均値が比較的低くなっている。 
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⑻ 文化関係者へのヒアリング概要 

R2.3ヒアリング対象者（順不同・敬称略） 

（令和２年３月現在） 

（１）松江の文化について 

松江の文化について、具体的に出てきたものは、松江城、城下町、宍道湖が象徴的なものとして複数の方

から挙げられた。松江城や城下町という歴史的資源と宍道湖という自然資源とが融合している点も触れら

れている。城下町に関連して、食材や和食の文化も出てきている。 

また、「人」については、人の生き様や風土に育まれた人間性、人柄、風土とアイデンティティ形成といっ

た点が述べられた。 

芸術面では、音楽に関して、特に島根大学の特音課程から輩出された人材が松江の音楽文化の発展に寄

与している点が指摘された。 

具体的に象徴されるもの  松江城 

 城下町、堀 

 食文化、茶の湯 

 宍道湖、水辺 

 神魂神社 

人  町社会、村社会で生きる人の生き様 

 誠実、堅実、丁寧な人柄 

 表面は地味だが内面に華やぎを持つ。物静かで奥ゆかしい。 

音楽  島根大学特音課程から輩出された人材を中心とした地域の音楽活動 

（２）松江の芸術文化や歴史文化における成果・課題・対策 

成果の出ている取組みとして、玉造温泉街のまちづくり、松江市立女子高等学校の国際文化観光科の設

置、子どもたちの地域学習が挙げられた。 

氏名 役職等 

内藤 守 風流堂 社長 

皆美 佳邦 皆美 代表取締役社長 

岩田 英作 島根県立大学人間文化学部長 

内田 融 八雲会 常務理事（事務局長） 

川島 芙美子 風土記を訪ねる会 代表 

大隅 宏明 松江市総合文化センター「プラバホール」統括マネージャー・企画事業部長 

山本 素久 ＮＰＯ法人松江ツーリズム研究会 理事長 

小幡 美香 鷺の湯温泉「竹葉」女将 

藤岡 大拙 ＮＰＯ法人出雲学研究所 理事長、松江歴史館 館長 

中川 幾郎 帝塚山大学名誉教授 

対象者選定基準：文化活動関係者及び識者（委員推薦） 
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課題としては、松江市に賦存する歴史文化の調査の必要性、それに基づく保存の必要性、その上での活

用が指摘された。活用については、伝統ある家屋の保存と合わせた活用が述べられた。 

学校教育における学力低下が非常に危惧されており、地域学習以前に基礎学力の習得が失われている

点が心配されていた。また、芸術面についても、島根大学の特音課程が教育課程に移行したことにより、芸

術面での衰退が懸念されている。 

今後の対策としては、本物を守ること、松江のシンボリックなエリアで歴史文化の保存と活用を行うこ

と、匠の食文化を伝承すること、不昧公没後 200年事業の継続・発展が挙げられた。 

また、市民の文化活動について、自らの地域学習、学校教育の充実が指摘された。 

成果の出ている取組み  玉造温泉街のまちづくりで、民間を中心に行政がバックアップし、「めの

うと神話」という本物の上に立って若い人たちが表現とビジネスを展開 

 松江市立女子高等学校の国際文化観光科の設置 

 松江歴史館での子どもたちの学習機会提供 

課題  歴史文化の調査の必要性と文化財保存 

 伝統ある建物の保存と活用 

 子どもたちの学力低下 

 音楽活動の衰退への懸念 

対策  本物を提供 

 松江大橋周辺など、シンボリックなエリアで保存と活用 

 匠の食文化の伝承 

 市民の地域学習の推進 

 学校教育の充実 

（３）松江市の芸術文化や歴史文化を活かしたまちづくり 

まずは、「人づくり」を重視する意見が多く、学校教育や生涯にわたる学びの重要性が指摘された。 

松江市における民間のすぐれた点として、文化的な底力があり、主体的に芸術活動が展開されてきたこ

とが挙げられ、行政の評価としては、文化施設への投資が良いとの指摘があった。デメリットとしては、民間

の活力不足との意見があった。 

情報発信について、主として観光の面から、松江の優位性をきちんと伝えること、関心のない人たちへも

届ける工夫などが提案された。 

文化財の保存と活用についても、松江ならではの特性を活かし、その核となるところを集中的に取組む

ことが有効との意見が出された。 

芸術文化・歴史文化を活

かしたまちづくり 

 人に根差した文化 

 初等教育・中等教育の学校教育の充実 

 地域への愛着を育てるためには、市民の学びが重要 
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 市民・民間の活動を行政が支援して育てることが必要 

 松江の文化を分かりやすく伝えることが重要 

 未指定文化財の調査や保存が求められる 

（４）松江市の文化行政の条例制定及び計画策定にあたって 

条例制定及び計画策定にあたっては、条例は松江市の文化行政の基本となるものであり、行政と市民と

の協働への期待が述べられた。また、それは人を育てることを重視するものであり、特に未来を担う子ども

たちの参加も提案された。 

条例制定及び計画策定に

あたって 

 人づくり、人を育てる風土づくり 

 行政と市民とが同じ目的をもち、ともに活動することが重要 

 他市町村や近隣との連携も視野に入れる 

 市民の意見、特に次代を担う子どもたちが関わる機会づくり 

（５）松江市の文化行政検討にあたって（中川郁男帝塚山大学名誉教授） 

あれもこれも、というのは無理。松江市は何を特徴とし、何を求めるか。 

歴史的文化資源については、第一に、きちんと「保存する」というまじめな努力が必須。そのうえで、第二

に「活用」を考える。そして第三に、先端的な文化を「発信」する。 

先端的な文化はアートかもしれないし、技術や産業の場合もある。例えば、富山県の高岡市はかつて鋳物

（鉄、銅）の産業で栄えた町だが、現代では技術革新によって国際的な商品として展開されている。文化に

よって、外に向かって攻めていくときには従来のものを乗り越えることが必要であり、政治力が求められ

る。高岡では、町衆文化が根付いており、外部から文化を取り入れる風土がある。 

政治家であるトップは限られた任期のある「消耗品」。政策を動かす「備品」としての公務員。それによる

「財産」が市民。 

文化政策には、歴史的価値を掘り下げたり、都市文化政策を行うことは「垂直的」に展開する。一方で、市

民に平等に文化機会を届けるのは「水平的」に展開する。この二つを混同してはならない。 

「地域文化」を、松江市内に賦存するものを指しているのであれば、まず、これが全部チェック（調査・把

握）されているか。これを守り伝承するコミュニティの力を守ることが重要。それを支援するために、文化ホ

ールや文化行政がある。地域文化についても、水平的展開として取り組むもの。 
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R2.6ヒアリング対象者（順不同・敬称略） 

（令和２年６月現在） 

（１）松江市の文化について 

松江市の文化的な特徴として、市民アンケートや前回ヒアリングと同様に松江城や宍道湖が挙げられた。 

城下町の文化としてお茶をめぐる陶器、漆器、和菓子などの工芸品及び手仕事などの広がりと集積があ

ることも述べられた。それぞれの分野の中ではさらに広がりがあり、漆器においては工程ごとに職人の技

術があり、華道においては、素材を切り出す人、取引する人、活ける人と多種多様な担い手が一つの分野を

支えており、その集積が松江にあることが明らかにされた。また、茶の湯文化にイメージされる格の高さの

一方、民芸のような暮らしと共にある広がりといった文化の重層性も指摘されている。 

また、小泉八雲が見出した妖怪や神話にまつわる「目に見えないもの」の豊かさも注目されている。「水」

も重要なキーワードであり、人の穏やかさにつながるのでは、とのお話もあった。 

城下町  茶の湯  工芸品（漆器、陶器） 

 各分野における分業  手仕事、民芸 

水  宍道湖  堀川 

 日本海  

目に見えないもの  小泉八雲  神話 

（２）文化活動における特徴 

伝統工芸、伝統文化の分野では、時代の変化に合わせた取組みが継続して行われている。安部榮四郎に

よる民芸運動もその一つであり、技術とともに貴重な交友（ネットワーク）がもたらされている。漆器におい

ても、その特徴を「技術」に見出し、現代のマーケットに合わせた商品開発への取組みが行われている。 

歴史文化においては、神社ガールズ研究会やまつえ若武者隊、堀川遊覧船のように、ガイドとしての入り

口を広く、やさしくしようという積極的な試みがある。これらの発信において、松江の特長を、爆発的、一過

性のものではなく、多様な素材を丁寧に積み重ねることによって捉え、それを伝える活動が共通して見られ

た。 

氏名 役職等 

安部 信一郎 安部榮四郎記念館 理事長 

山本 一成 山本漆器店 代表取締役社長 

井上 章 華道小原流 講師 

河野 美知 神社ガールズ研究会 代表 

浜田 真理子 シンガーソングライター 

本間 亀二郎 まつえ若武者隊 隊長 

石橋 淳一 佐陀神能保存会 会長 

桑原 正樹 宍道湖漁業協同組合 参事 

武田 いさき 堀川遊覧 船頭 

安田 政男 島根県日本調理技能士会 会長 

対象者選定基準：松江を代表する分野の活動実践者（委員提案） 
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次代につなぐことも強く意識されており、松江城でのガイド、佐陀神能における伝承、宍道湖環境保全へ

の教育活動、地域の食材と歴史に根差した調理の伝承など、各分野で意識的な取組みが行われている。 

時代に沿って更新

される伝統工芸 

 技術に視点を置いて商品開発を行う八雲塗 

 日本文化としての価値を高めた出雲民芸紙 

歴史文化の発信  入り口を広く、やさしく（神社ガールズ研究会、まつえ若武者隊、堀川遊覧船等） 

 時間をかけ、多様な素材を丁寧に積み重ねることによって生み出される松江ら

しさ 

次代の育成  ガイドや環境教育、芸能を通した子どもたちへの伝承 

 次代の担い手を育成（調理士） 

（３）文化活動における課題と対策 

伝統工芸の分野では、販路開拓と担い手の確保・育成が最大の課題である。これらの 2点においては、

自助努力だけでなく、連携と支援が求められている。 

民俗芸能においても、担い手の確保・育成が課題である。これには子どもの頃からの経験・愛着の醸成と

ともに、地域社会における理解が求められ、特に企業・事業者が理解することによって担い手と継続性の確

保が期待される。 

アーティストの分野では、都市に比較して地元での発表機会が限られることや、東京経由でなければ評価

されにくい点が課題として挙げられた。そうする中でも地域でのアーティスト育成は試みられつつある。 

松江の文化については、それぞれ高く評価しており、特にそのポテンシャルの豊かさは多く認められてい

る。その一方で、発信力と認知度の低さ、また表現の難しさ、地域全体への波及や皆で盛り上げる機運醸成

に対する課題が指摘された。 

伝統工芸  販路開拓と商品開発  担い手の確保・育成 

伝統芸能  担い手の確保・育成  地域における理解促進 

芸術  発表の機会  アーティスト育成 

神話・歴史（ガイド）  発信力・認知度の向上  表現の工夫 

 地域への広がり・機運醸成  

（４）松江市の文化に関する提案など 

松江市の文化に関して、次のような提案も出された。 

・伝統芸能において伝承にとどまらず、深く研究し、道具などの保存も各地域の博物館等での整理・保存。 

・伝統工芸においては、観光と連携したクラフトツーリズム。 

・何を残していくべきか、調査・精査。 

・新しい建築物ではなく、これまでにあるものの価値を活かした活用。 

・松江駅から松江城まで、ストーリーがつながるアクセスルート。 

・松江の神社、松江藩、小泉八雲などと縁のある食の提供。 

・歴史・伝統への入り口を広く、カジュアルに。子どもたちが関心をもって触れる機会の提供。 
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R2.6ヒアリング対象者（順不同・敬称略） 

（令和２年６月現在） 

（１）客観的な立場から見た松江について 

・沢山の伝統文化芸術がある。 

・都市のサイズ感が適当。 

・都会的な部分がありながら、自然が豊富。 

・古き伝統を守りながら、躊躇することなく新しいものを取り入れる気質。 

・歴史文化が市民の誇りとなっていると思うが、市民が松江の歴史をよくわかっていないことに驚く。 

・わざわざ出かけなくても、身近に文化環境が整っている。 

（２）考えられる今後の取り組み 

・まずは市民が松江についてもっとよく知ること。 

・文化財や水辺等を活用する場合の規制緩和 

・プログラミング教育の高度化。ネットリテラシーの底上げ 

・ネットを通じた文化コンテンツの発信 

・交通の利便性の向上 

  

氏名 役職等 

中尾 禎仁 カニ小屋バル等運営者 

FROGMAN 映像クリエイター等（観光大使） 

まつもと ゆきひろ Ruby開発者 

藤間 信乃輔 日本舞踊家（武者行列コーディネーター） 

佐野 史郎 俳優（文化夢大使） 

ファビアン クレッツ 元国際交流員(フランス） 

パク チヘ     〃    (韓国) 

コ セイケイ     〃    (中国) 

アンソニー ケリー  国際交流員 (アイルランド) 

ルーク カルソン     〃    (アメリカ) 

カク シンゼン     〃    (中国) 

アールティ ダース     〃    (インド) 

ムーラン イザベル     〃    (フランス) 

対象者選定基準：他都市と比較できる方（委員提案） 
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⑼ パブリックコメントの概要 

１．「松江の文化力を生かしたまちづくり条例」 

募集期間 令和 2年 11月 4日（水）～12月 4日（金） 

資料公開場所 市ホームページ、本庁・支所行政資料コーナー、本庁地域振興課、各公民館 

意見提出者数 43名 

意見件数 134件 

意見の概要 

・条例制定に対する反対意見はなく、好意的な意見が複数見られた。 

・最も多い意見は、前文に関して 38件、次いで基本理念に関して 28 件の意見が

あった。 

・意見を踏まえて、松江の文化力を支える柱の一つに「地域に根付く伝統文化」を

追加した。 

条例の修正点 

<目次の修正> 

・「前文」の追記 

・柱に「地域に根づく伝統文化」を追加したことにより「文化芸術振興」を「伝統文

化芸術振興」に修正 

<前文の修正> 

・祖先たち→祖先 

・「伝統行事」の追加 

・「松江」という名前がこの地につけられました。→この城下町に「松江」という名

前がつきました。に修正 

・夕陽や朝日…思わず手を合わせた経験→…見とれた経験 

・時代の移り変わり…二段落に分かれていたものを一つの文章に修正 

・「Ruby」の記載の修正 

・今まさに、市民が誇るべき…「Ruby」の記載位置を修正したことによる修正 

<第 1条（目的）の修正> 

・文化力の定義に「地域に受け継がれる伝統行事」を追加し、順番を修正 

・柱に「地域に根づく伝統文化」を追加したことにより「文化芸術振興」を「伝統文

化芸術振興」に修正 

<第 2条（基本理念：柱）の修正> 

・「地域に根づく伝統文化」を柱として追加し、順番を修正 

・「文化芸術活動の拠点」を「伝統文化芸術活動の拠点」に修正 

<第 3条以降の修正> 

・柱に「地域に根づく伝統文化」を追加したことによる修正 

<附則の修正> 

・施行期日の修正 
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２．「松江市伝統文化芸術振興計画」 

募集期間 令和 3年 1月 18日（月）～2月 16日（火） 

資料公開場所 市ホームページ、本庁・支所行政資料コーナー、本庁地域振興課、各公民館 

意見提出者数 37名 

意見件数 137件 

意見の概要 

・計画策定に対する反対意見はなく、計画策定への賛同意見が複数見られた。 

・最も多い意見は、七つの柱の【取組内容】に関して３７件、次いで七つの柱の【現状

と課題】に関して３３件の意見があった。 

・ご意見の多くは、実際に伝統文化芸術活動に関わられている方から寄せられた。 

計画の修正点 

・計画策定の趣旨を修正し、「松江の文化力」について追記した。 

・「伝統文化芸術」という言葉が一般的な表現ではないため、基本理念（七つの柱）

の前に「伝統文化芸術とは」を加えた。 

・計画の体系図を修正し、実施計画との関係性を示した。 

・市民と共に育む文化芸術活動のめざすべき姿に「享受する人たち」を加えた。 

・取組方針のうち【現状と課題】について、いただいたご意見をもとに追記した。 

・この他、語句の修正・追加及び例示を追記した。 

・資料編として、検討委員会名簿やヒアリング等の結果概要を掲載した。 

 


