
1 
 

 

厚木市立小・中学校の適正規模・適正配置の方策の方向性について 

 

１ 趣旨 

本市では、市教育振興基本計画に基づき「未来を担う人づくり」を基本理念に

「社会がいかに変化しようとも、自分の夢や可能性に挑戦し、多様性を尊重しな

がら、様々な人々と協働してより良い社会を創る、その担い手の育成」に取り組

んでいます。 

市教育振興基本計画では八つの基本方針に基づき、様々な教育施策を実施し

ていますが、方針の一つである「安全な教育環境の整備」として、子どもたちが

快適に学べる質の高い学習環境を整えるため、「児童・生徒数の変化に応じた学

校規模の適正化の推進」に取り組むことを定めています。 

そうした中で、出生数の減少（少子化）の影響により、本市の児童・生徒の総

数は昭和 60（1985）年度の 28,568 人をピークに減少に転じ、令和５（2023）年

度には、16,085 人まで減少、今後も児童・生徒数は減少が見込まれています。 

こうした状況を踏まえ、令和３年度に策定した「厚木市立小・中学校の適正規

模・適正配置に関する基本方針」（以下「方針」という。）に基づき、将来にわた

って、児童・生徒の快適な教育環境を確保するため、優先的対象校における学校

規模の適正化等の方策の方向性を整理するものです。 

 

２ 方針に基づく取組の経過について 

方針で定めた内容について、周知を図るとともに、対象各地域における方策の

方向性について検討を進めるため、次の機会を設け、児童・生徒及び未就学児の

保護者（以下「保護者」という。）や地域住民の御意見を伺いました。 

(1) 関係団体等への説明（計 113 回） 

説明会の実施に先立ち、地区館長、自治会連絡協議会等の地域住民やＰＴＡ、

学校運営協議会等の学校関係者及び市議会議員等に対して取組に係る説明を

実施しました。 

(2) 説明会の実施（11 校・33 回、536 人参加） 

市の適正規模・適正配置についての基本的な考え方、各学校の現状や課題、

学校・地域ごとの方策の方向性等について、保護者や地域住民に周知を図るこ

とを目的に説明会を実施しました。（結果：別紙１参照） 

(3) アンケート調査の実施（7,360 人送付、2,774 人回答） 

適正規模・適正配置の取組について、学校の統廃合を含めた方策を検討する

こととしている学校（関連する学校を含む）・地区において、本取組に対する

保護者や地域住民の御意向を把握し、検討の基礎資料とするためアンケート

調査を実施しました。（結果：別紙２参照） 

(4) 意見交換会の実施（５校・10 回、143 人参加） 

説明会での御意見やアンケート結果等を踏まえ、学校の統廃合を検討する

学校・地域において、今後の方策の方向性等について、保護者や地域住民と意
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見交換を行うことを目的に意見交換会を実施しました。（結果：別紙３参照） 

 

３ 方針の概要について 

(1) 学校の適正規模（１学校当たりの望ましい学級）及び適正配置（望ましい通

学距離・時間）の範囲 

ア 適正規模 

校種 適正規模 

小学校 12 学級～24 学級程度 （１学年当たり２～４学級程度） 

中学校 ９学級～18 学級程度 （１学年当たり３～６学級程度） 

  

 

○ 方針で定めている適正規模の範囲について 

地区 １位 ２位 ３位 

荻野 

おおむね適切

だと思う 

60.2% 

適切だと思

う 

31.7% 

あまり適切で

はない 

5.6% 

小鮎 55.9% 34.5% 7.3% 

玉川 62.5% 29.9% 6.0% 

森の里 44.6% 23.5% 適切ではない 17.5% 

・全ての地区において、「適切」、「おおむね適切」の選択割合が高くなっ

ており、荻野・小鮎・玉川地区では、２つを合わせた選択割合が 90%を

超えている。 

○ 学年内でクラス替えができることの必要性 

地区 １位 ２位 ３位 

荻野 

必要だと思う 

56.3% 

どちらかと

いえば必要

だと思う 

36.3% 

どちらかとい

えば必要では

ない 

4.4% 

小鮎 60.8% 28.1% 7.8% 

玉川 59.8% 31.0% 6.3% 

森の里 

どちらかとい

えば必要だと

思う 

46.0% 
必要だと思

う 
25.8% 必要ではない 14.7% 

・全ての地区で「必要」、「どちらかといえば必要」を合わせた選択割合

が高くなっており、荻野・小鮎・玉川地区では 90%程度に達している。 

 

イ 適正配置 

校種 適正配置（望ましい通学距離・時間の上限） 

小学校 おおむね３㎞・45 分以内 

中学校 おおむね４㎞・60 分以内 

 

  

【参考】Ｒ４アンケート調査結果 
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(2) 適正規模・適正配置の方策 

ア 適正規模の方策 

方策 方策の説明 

(ｱ) 通学区域の変更 通学区域を変更・再編成するもの 

(ｲ) 学校の

統廃合 ａ 
既存学校用

地の活用 

既に学校が設置されている用地を活用

して、複数校を統合するもの 

ｂ 
新規用地の

確保 

新たに用地を確保し、複数校を統合す

るもの 

ｃ 
通学区域の

分割 

３校以上の統合予定校のうち、１校を

分割し、他の学校に統合するもの 

(ｳ) 通学区

域制度の

弾力的運

用 

ａ 

通学区域の

一部区域に

おける学校

選択制度 

大規模状態にある学校の通学区域に居

住する児童・生徒について、他の学校が

住居からおおむね１㎞以内にある場

合、当該学校への就学を認めるもの 

ｂ 
小規模特認

校制度 

通学区域に関係なく、特定の小規模な

学校への就学を認めるもの 

(ｴ) 学校の新設 既存の通学区域を分割して新しい学校

を設置するもの 

(ｵ) 校舎の増改築 児童・生徒の増加に対応するため、既存

校舎の増改築を実施するもの 

※ 太枠の方策は「通学区域の再編成を伴う方策」 

イ 適正配置の方策（通学負担軽減策） 

方策 対象校種 

(ｱ) 住所地から近い場所にある学校への通学を認める 
小学校 

中学校 
(ｲ) 公共交通機関（バスなど）の利用を認める 

(ｳ) スクールバスを運行する 

(ｴ) 自転車の通学を認める 中学校 

 

(3) 適正規模・適正配置の方策実施に当たり考慮すべき事項 

ア 地域コミュニティとの関係性 

(ｱ) 自治会を始めとする地域コミュニティ団体等をできる限り分断しない

よう配慮 

(ｲ) 地域の防災拠点、児童・生徒の放課後の居場所・活動場所などの地域コ

ミュニティにおける拠点としての学校施設の役割や機能に配慮 

イ 都市づくりとの整合性 

「都市計画マスタープラン」などの都市づくり計画等を踏まえた検討 

ウ 公共施設最適化との整合性 

市公共施設最適化基本計画（小・中学校については、将来的な児童・生徒

数の減少を見据え、適正な教室数への更新や施設の複合化などにより、床面

積の総量を抑制していく）を踏まえた検討 
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○ 学校規模適正化の検討に当たり重視すべきことについて 

地区 １位 ２位 ３位 

荻野 

通学に係る児

童・生徒の負

担が大きくな

ら な い こ と

（必要に応じ

て通学負担軽

減の方策が図

られることを

含む） 

40.1% 

通学路の見

直しや整備

など、通学の

安全性が確

保されるこ

と 

25.3% 
長期的に一定の集

団規模を維持でき、

豊かな人間関係の

構築や多様な集団

の形成などが図ら

れること※１ 

 

14.3% 

小鮎 42.3% 29.2% 12.4% 

玉川 40.6% 25.1% 16.2% 

森の里 34.2% 15.5% 13.2% 
どれだけ小規模に

なっても学校の統

廃合は行わず、全て

の学校が維持され

ること※１ 

※１…森の里地区は、３位が同率（13.2%）のため両方記載している。 

・１位、２位は両方とも通学に関することで、「通学の負担が大きくならない

こと」、「通学の安全性が確保されること」が選択されている。特に「通学

の負担が大きくならないこと」は２位以下と比較し、高い選択割合となっ

ており、学校規模適正化の検討に当たり、保護者は通学の負担に関わるこ

とを重視していると考えられる。 

○ 学校規模適正化に当たり教育環境の充実以外に考慮すべきことについて 

地区 １位 ２位 ３位 

荻野 

児童・生徒の放

課後の居場所・

活動場所、地域

防災の拠点な

ど、地域コミュ

ニティの拠点

としての機能

が維持される

こと 

34.1% 
将来的に児童・

生徒数が減少す

る見込みである

ことを踏まえつ

つ、地域コミュ

ニティや地域づ

くりのため、地

域内に小・中学

校がそれぞれ１

校以上維持され

ること 

21.3% 

学校施設の維持管

理や再整備に係る

経費などを考慮

し、適正な規模で

の施設更新や施設

の複合化が図られ

ること 

14.5% 

小鮎 33.4% 20.3% 13.7% 

玉川 29.4% 20.3% 

将来的に児童・生

徒数が減少する見

込みであっても、

地域コミュニティ

や地域づくりのた

め、地域内の全て

の小・中学校が維

持されること 

15.3% 

森の里 34.3% 19.6% 16.4% 

・１位、２位は全ての地区で同じ順位になっており、特に「地域コミュニテ

ィの拠点としての機能が維持されること」は２位以下と比較し、約 10%以上

高くなるなど、地域としてコミュニティの拠点機能の維持が重要であると考

えていることがうかがえる。 

・２位、３位について、荻野・小鮎地区では、「地域に小・中学校がそれぞれ

１校以上維持」しつつ、「施設の維持管理や再整備に係る経費などを考慮

し、適正な規模での施設更新等が図られること」が重視されている。 

 

【参考】Ｒ４アンケート調査結果 
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(4) 適正規模・適正配置の方策の実施基準 

ア 実施基準 

「児童・生徒数及び学級数将来推計」において、当該年度から９年後に適

正規模を下回る、又は上回る場合、方策の実施を検討する対象校とする。ま

た、対象校のうち学校規模の偏りが大きい学校（以下「優先的対象校」とい

う。）は、優先して方策を検討するものとする。 

校種 対象校（小規模） 適正規模 対象校（大規模） 

優先的対象校   優先的対象校 

小学校 ６学級以下 11 学級以下 12～24 学級 25 学級以上 31 学級以上 

中学校 ６学級以下 ８学級以下 ９～18 学級 19 学級以上 25 学級以上 

イ 実施時の考え方や留意事項 

(ｱ) 通学区域の再編成を伴う方策を検討する場合は、隣接する学校との関係

性を含めた検討（通学区域については、市制施行前の旧町村域による８地

域を基に再編成を伴う方策を検討） 

(ｲ) 学校施設の再整備時期を見据えた検討（将来の児童・生徒数の見込み等

を把握した上で施設規模等を検討する必要があるため） 

(ｳ) 学校施設の再整備が必要となる学校の近隣に優先的対象校が存在する

場合は、優先的対象校を含めて適正規模の方策を検討 

(ｴ) 対象校は、まず通学区域の再編成を伴わない方策を検討。優先的対象校

は、通学区域の再編成を伴う方策を含めた全ての方策の中から検討 

(ｵ) 通学区域の再編成を実施してもなお適正規模に達することが見込めな

い場合であっても、単学級の解消や単学級における学級規模の拡大などの

教育効果の向上が図られる場合は、方策を実施 

 

 

○ 各地域内に学校を維持することについて 

地区 １位 ２位 ３位 

荻野地区 

できれば維持す

べき 

40.9% 

維持すべき 

39.2% 

必ずしも維持

しなくてよい 

17.5% 

小鮎地区 45.1% 32.9% 19.6% 

玉川地区 45.5% 31.3% 21.1% 

森の里地区  維持すべき 47.0% 
できれば維持

すべき 
40.7% 10.8% 

・全ての地域で「維持すべき」、「できれば維持すべき」を合わせた割合が、

75～90%程度となっており、大多数の方ができるだけ地域内に学校を維

持することが望ましいと考えていることがうかがえる。 

  

【参考】Ｒ４アンケート調査結果 
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４ 実施基準に基づく対象校一覧について 

令和５年度に実施した令和 14 年度児童・生徒数及び学級数の推計値と、方針

で定める対象校の基準を照らし合わせると、優先的対象校は次のとおりとなり

ます。 

校種 規模区分 
優先的対象校 

学校数 学校名 

小学校 
小規模 ７校 

荻野小、玉川小、相川小、鳶尾小、上荻野小、
飯山小、森の里小 

大規模 ０校 - 

中学校 
小規模 ３校 小鮎中、東名中、森の里中 

大規模 ０校 - 

５ 方策の方向性整理について 

方策の方向性については、方針で定めた実施基準や留意事項等に基づき、令和

４年度に実施した説明会での御意見やアンケート調査の結果等も踏まえ、次のと

おり整理するものとします。 

(1) 方策の方向性整理の考え方 

・優先的対象校の方策を先行して検討（優先的対象校を除く対象校は、今後の

推計値の推移を踏まえ順次検討） 

・「厚木市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」における令和 22（2040）年

の人口展望値（別紙４参照）を踏まえ検討 

・通学区域の再編成を伴う方策の検討に当たっては、地域内の隣接する学校と

の関係性や適正規模維持に必要となる児童・生徒数との乖
かい

離状況等を踏まえ

検討 

・適正規模の方策の検討に当たっては、方針で定める（旧町村域による８地域

による）地域単位に加え、市民に身近な自治会区域を基本とした 15 の地区

単位を考慮し、現在、各地区内に設置されている学校については原則、小学

校及び中学校をそれぞれ１校は維持することを前提に検討 

 

○ 各地区内に学校を維持することについて 

地区 １位 ２位 ３位 

玉川地区 

維持すべき 

36.9% 
できれば維持

すべき 

36.8% 
必ずしも維持

しなくてよい 

23.1% 

森の里地区  54.2% 34.3% 9.5% 

・「維持すべき」、「できれば維持すべき」を合わせた割合が、玉川地区で

は 73.7%、森の里地区では 88.5%となっている。また、両地区とも１位

に「維持すべき」が選択されるなど、大多数の方ができるだけ地区に学

校を維持することが望ましいと考えていることがうかがえる。 

 

  

【参考】Ｒ４アンケート調査結果 
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(2) 方策の方向性検討に係る視点について 

方策の方向性の検討に当たっては、アンケート等における保護者や地域住民

の御意見等を踏まえ、次の視点を考慮します。 

  ア 通学時の負担抑制の視点 

  イ 統合に適した学校施設・環境の視点 

  ウ 小中一貫教育推進の視点 

 

 

○ 学校規模適正化の検討に当たり重視すべきことについて 

地区 １位 ２位 ３位 

荻野地区 

通学に係る児

童・生徒の負担

が大きくなら

ないこと（必要

に応じて通学

負担軽減の方

策が図られる

ことを含む） 

40.1% 

通学路の見直し

や整備など、通

学の安全性が確

保されること 

25.3% 長期的に一定の集

団規模を維持で

き、豊かな人間関

係の構築や多様な

集団の形成などが

図られること※１ 

14.3% 

小鮎地区 42.3% 29.2% 12.4% 

玉川地区 40.6% 25.1% 16.2% 

森の里地区  34.2% 15.5% 13.2% 

どれだけ小規模に

なっても学校の統

廃合は行わず、全

ての学校が維持さ

れること※１ 

※１…森の里地区は、３位が同率（13.2%）のため両方記載している。 

・全ての地区で、同じ順位となっている。 

・１位、２位は両方とも通学に関することで、「通学の負担が大きくならないこと」、

「通学の安全性が確保されること」が選択されている。特に「通学の負担が大き

くならないこと」は２位以下と比較し、高い選択割合となっており、学校規模適

正化の検討に当たり、保護者は通学の負担に関わることを重視していると考えら

れる。 

○ アンケート自由記述における回答内容の区分 

 

  

地区 順位 区分 件数 

荻野地区 １位 取組の考え方・進め方・スケジュール 91 件 

２位 通学関係 31 件 

３位 教育環境 23 件 

小鮎地区 １位 通学関係 53 件 

２位 取組の考え方・進め方・スケジュール 52 件 

３位 地域づくり・地域コミュニティ 12 件 

玉川地区 １位 取組の考え方・進め方・スケジュール 116 件 

２位 通学関係 50 件 

３位 教育環境 27 件 

森の里地区 １位 取組の考え方・進め方・スケジュール 121 件 

２位 地域づくり・地域コミュニティ 60 件 

３位 教育環境 59 件 

【参考】Ｒ４アンケート調査結果 
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(3) 方策の方向性について 

方策の方向性については、(1)で示す整理の考え方及び(2)で示す視点に基

づき、優先的対象校において選択すべき方策を次のとおり整理します。 

 

ア 小学校 ※下線のある学校名は優先的対象校 

地域 地区 学校名 
方策の方向性 

方策 根拠 

荻野 荻野 

荻野小学校 

学校の統廃合 
（１校又は２校への統合）
 

【１校に統合する場合】 
荻野小又は鳶尾小の
どちらかの敷地への
統合 
 

【２校に統合する場合】 
鳶尾小と上荻野小の
敷地への統合 
 

・地域全体の児童数は令和 22 年と

令和 14 年の推計値を比較する

と、ほぼ変わらない見込み 

・荻野小学校、上荻野小学校は令和

14 年及び令和 22 年時点で、適正

規模である 12 学級以上に必要な

最小の児童数との乖
かい

離が大きく、

通学区域制度の弾力的運用では

学校規模適正化は困難 

・地域内の学校が全て優先的対象

校であり、通学区域の再編成に

よる学校規模適正化は困難 

・通学距離等を考慮し、１校への統

合の場合、荻野小又は鳶尾小へ

統合し（上荻野小だと２割程度

が通学距離の上限を超える見込

み）、２校への統合の場合、鳶尾

小と上荻野小へ統合する 

鳶尾小学校 

上荻野小学校 
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地域 地区 学校名 
方策の方向性 

方策 根拠 

小鮎 小鮎 

小鮎小学校 

学校の統廃
合（小鮎小学
校の敷地へ
の統合） 

・地域全体の児童数は令和 22 年と令和 14

年の推計値を比較すると、減少の見込み 

・飯山小学校は令和 14 年及び令和 22 年時

点で、適正規模である 12 学級以上に必要

な最小の児童数との乖
かい

離が大きく、通学

区域制度の弾力的運用では学校規模適正

化は困難 

・飯山小学校と小鮎小学校で通学区域の再

編成を実施し、児童数を地域内で平準化

しても、令和 22 年には、両校とも優先的

対象校になる見込み 

・統合すると仮定した場合の平均通学時間

を比較すると、小鮎小学校が 20 分、飯山

小学校が 30 分となる見込み（令和３年度

児童居住箇所から計算） 

・小鮎小学校では統合後も必要教室数が確

保できる見込み（飯山小では不足） 

・小中一貫教育推進の視点から、小鮎中学校

に近接した小鮎小学校の敷地への統合と

した方が連携を図りやすい 

飯山小学校 

玉川 

玉川 玉川小学校 

通学区域制
度の弾力的
運用 
（小規模特
認校制度） 

・地域全体の児童数は令和 22 年と令和 14

年の推計値を比較すると、減少の見込み

（森の里地区は 10％以上減少） 

・地区に小学校が１校のみ 

・学校立地場所が他地域の通学区域から遠

いため「通学区域の一部区域における学

校選択制」は適さない 

・児童数の確保を目指し小規模特認校制度

を導入（玉川小については制度を継続）

し、入学希望者が増加するような魅力あ

る学校づくりの手法の検討を行う 

森の里 森の里小学校 

相川 相川 

相川小学校 

通学区域制
度の弾力的
運用 
（学校選択制）

・地域全体の児童数は令和 22 年と令和 14

年の推計値を比較すると、増加の見込み 

・現在、相川小学校で導入中の「通学区域の

一部区域における学校選択制」の制度利

用者が増加するような魅力ある学校づく

りの手法を検討する 

・今後、地域の人口の変化等の状況を踏ま

え、必要に応じて戸田小学校との通学区

域の再編成の検討を行う 

戸田小学校 - 

※ 小学校は１学級 35 人編制のため、計算上１学年当たり 36 人以上在籍する 
と２学級となる可能性がある。（36 人×６学年=216 人）  
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イ 中学校 

地域 地区 学校名 
方策の方向性 

方策 根拠 

小鮎 小鮎 小鮎中学校 

通学区域制
度の弾力的
運用 
（小規模特
認校制度） 

・令和 22 年と令和 14 年の推計値を比較す

ると、生徒数は減少の見込み 

・学校立地場所が他地域の通学区域から遠

いため「通学区域の一部区域における学

校選択制」は適さない 

・生徒数の確保を目指し、小規模特認校制度

を導入するとともに、併せて中学校選択

制度において制度利用者が増加するよう

な魅力ある学校づくりの手法の検討を行

う 

南毛利 

南毛利 南毛利中学校 - 
・地域全体の生徒数は令和 22 年と令和 14

年の推計値を比較すると、増加の見込み 

・学校立地場所が他地域の通学区域から遠

いため「通学区域の一部区域における学

校選択制」は適さない 

・東名中学校では、生徒数の確保を目指し、

小規模特認校制度を導入するとともに、

併せて中学校選択制度において制度利用

者が増加するような魅力ある学校づくり

の手法の検討を行う 

・今後、地域の人口の変化等の状況を踏ま

え、必要に応じて東名中学校と南毛利中

学校との通学区域の再編成の検討を行う 

緑ケ丘 - - 

南毛利南 東名中学校 

通学区域制
度の弾力的
運用 
（小規模特
認校制度） 

玉川 

玉川 玉川中学校 - 

・地域全体の生徒数は令和 22 年と令和 14

年の推計値を比較すると、減少の見込み

（森の里地区は 10％以上減少） 

・地区内に中学校が１校のみ 

・学校立地場所が他地域の通学区域から遠

いため「通学区域の一部区域における学

校選択制」は適さない 

・生徒数の確保を目指し、小規模特認校制度

を導入するとともに、併せて中学校選択

制度において制度利用者が増加するよう

な魅力ある学校づくりの手法の検討を行

う 

森の里 森の里中学校 

通学区域制
度の弾力的
運用 

（小規模特

認校制度） 

※ 中学校は１学級 40 人編制のため、計算上１学年当たり 81 人以上在籍する 

と３学級となる可能性がある。（81 人×３学年=243 人） 
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(4) 適正配置の方策 

通学区域の再編成を伴う適正規模の方策を実施する地域における適正配置

の方策（通学負担軽減策） 

地域 地区 

方策の方向性 

適正規模の 

方策 

適正配置の方策 

（通学負担軽減策） 

荻野 荻野 

１校に統合 
（荻野小又は鳶
尾小への統合） 

スクールバスの運行 

対象：統合される学校の学区に居住していて、

統合により望ましい通学距離・時間を超

える等、負担の増大が見込まれる児童 

２校に統合 
（上荻野小と鳶
尾小への統合） 

－ 

（全ての児童が望ましい通学距離・時間を超え

ない見込み） 

小鮎 小鮎 
学 校 の 統 廃 合
（小鮎小学校へ
統合） 

①スクールバスの運行 

対象：統合される学校の学区に居住していて、

統合により望ましい通学距離・時間を超

える等、負担の増大が見込まれる児童 

②住所地から近い場所にある学校への通学を

認める 

(5) 方策の実施に係る考え方について 

ア 通学区域の再編成を伴う方策を実施する地区について 

 (ｱ) 荻野地区 

荻野地区の３小学校については、施設が耐用年数を迎えるまで一定程

度期間がある（最短で鳶尾小学校北棟及び南棟校舎：令和 38 年度）こと

や、統合に当たり検討すべき事項が多くあることから、「市公共施設個別

施設計画」や、現在策定を進めている「（仮称）小中一貫教育の在り方に

ついて」※などの関係施策との整合性を図りつつ、保護者や地域住民の御

意見をお伺いしながら、方策の方向性決定に向けて検討を進めていきま

す。 

(ｲ) 小鮎地区 

小鮎小学校は令和９年度、小鮎中学校は令和 12 年度に、それぞれ施設

の一部が目標耐用年数を迎えることから、施設の再整備を進める必要が

あります。 

また、現在、本市では、小中連携教育の取組を推進するとともに、「(仮

称)小中一貫教育の在り方について」を策定中であることから、施設の再

整備に当たっては、小中一貫教育の推進や小中一体型施設の整備を視野

に入れながら検討を進めます。 

そうしたことを踏まえ、統廃合については、令和 15 年度を見込んでい

る新校舎の供用開始時期以降の実施を見据え、取り組んでいきます。 
 

   ※当初、小中一貫教育の更なる推進を目的に「小中一貫教育基本方針」の策定に向け、検

討を進めていましたが、検討の結果、国の手引きや法令等を基に取り組むことでその目的

は達成できると判断したため、小中一貫教育についての考え方を整理した「小中一貫教

育の在り方について」の策定にとどめました。 
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イ 通学区域制度の弾力的運用を実施する地区について 

通学区域制度の弾力的運用を実施する学校については、適正規模の実現

に向け、入学希望者が増加するような魅力ある学校づくりが必須となる

ことから、策定を進めている「（仮称）小中一貫教育の在り方について」

などの関係施策との整合性を図りながら、保護者や地域住民とともに、

各地区の特色を持った学校づくりに向けて検討を進めていきます。 

 

(6) 方策の実施により目指す新しい厚木の教育について 

本取組による適正規模の実現のほか、小中一貫教育の推進等の取組や地域

と一体で取組を進めている学校運営協議会（ＣＳ）・地域学校協働活動の推

進により、新しい教育、学校の在り方を確立し、市が目指す教育の先駆けと

なるような夢のある学校づくりを進めます。 

なお、新しい学校づくりについては、学校統廃合の検討を進める荻野・小

鮎両地区の学校をモデル校として先進的に進め、その取組の成果について

は、通学区域制度の弾力的運用を実施する学校の魅力づくり、ひいては市の

新しい教育づくりにつなげていきます。 

 

① より豊かな人間関係の形成 

・適正規模・適正配置の取組により広がるヨコのつながり、小中一貫教

育の推進により強まるタテのつながり、また、ＣＳ・地域学校協働活

動により深まる地域とのつながりによって得られる多様な人間関係を

通した子どもたちの社会性やコミュニケーション能力の向上     
② 学びの質の向上 

・より多くの教職員による、より多様な観点での指導 

・小中一貫教育による９年を見据えた系統的な教育 

・校区が広がり、より豊富となる人的資源を有効活用し、ＣＳ・地域学

校協働活動を深化させることで、学校教育と社会教育の両面からの教

育環境を向上     
③ 教職員の能力向上・子どもたちと向き合う時間の確保 

・校内研修の活性化、小・中学校間の教職員の交流等による教職員の能

力の向上 

・より多くの教職員での校務分掌の分担や連携体制による、子どもたち

と向き合う時間の確保     
④ 魅力ある学校・地域 

・新たな学校づくりを通した学校教育の充実を地域の魅力づくりにつな

げることによる、地域全体の活性化 

・各学校が有する教育資源を積極的に新たな学校づくりや教育活動に活

用し、子どもたちの地域への愛着を育むことによる、学校と地域との

結びつきの強化 

荻野・小鮎地区における新しい学校づくり四つのねらい 
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６ 方策を進める上での留意事項について 

(1) 安全な通学環境について  

通学区域の見直しを進める上で通学の安全対策は最も重要であることか

ら、通学路の設定に当たっては、通学路の点検及び対策、地域との連携によ

る見守り活動、児童・生徒への教育などを総合的に実施し、「安全な通学環

境」の実現を目指します。 

 

(2) 学校を統廃合する場合の児童へのケアについて 

学校を統廃合する場合、児童は「新しい環境になじめるか」「新しい友人関

係が築けるか」など様々な不安を抱くことが考えられます。統合前から準備期

間を設け、交流授業等を重ねるなど、児童の不安を解消できるような配慮を行

い、統合後も、教育委員会と学校で連携して心の負担軽減に努めます。 

また、新しい学校づくりにおいては、児童が自分たちで新しい学校をつくっ

ていく意識を醸成することを目的に、児童が参加できるような取組を実施す

ることで、児童が新校への親しみや愛着を高め、期待をもって新校開校を迎え

られるよう取り組んでいきます。 

 

(3) 地域社会との関係について 

市立小・中学校は、学校関係者だけでなく、自治会を始めとする様々な地

域コミュニティ団体等の支援を受けながら運営されており、今後も地域との

連携が重要だと考えられます。 

また、学校施設は地域コミュニティにおいて、避難場所や地域の交流の場

としての役割などを果たしています。 

こうしたことから、学校の統廃合を行うに当たっては、地域住民や地域団

体等の意見を丁寧に伺いながら検討を進めます。 

 

 

【通学関係】 

・通学の安全対策について、具体的にどのように進めているのか教えてほしい。 

・児童は、寄り道をして遊んだり、通常の２倍近くの時間を掛けて帰ってくるこ

とがある。徒歩で通学する子どもたちに関しても、ＧＰＳ利用などの安全対策

を市で行ってほしい。 

【教育環境】 

・統合による子どもたちの心のケアについてどのような対応を考えているのか。 

【地域づくり・地域コミュニティ】 

・学校跡地の利用について、小学校の体育館自体が防災拠点であり、台風の時な

どは避難をしたことが何度かある。統廃合する場合には、跡地の利用検討の前

に防災拠点について考えてほしい。 

・統廃合による地域コミュニティの拠点機能の低下は大きな問題だと思う。公共

施設の再整備について、児童館や老人憩いの家を集約するなど、地域の意見を

丁寧に把握し、コミュニティの拠点を整備する必要があると思う。 

【参考】意見交換会意見（抜粋） 
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７ 小規模校を維持する場合における教育の充実 

小規模校を維持する方策を実施する場合は、教育の機会均等を確保する観点

から、小規模であることのメリットを最大限にいかし、児童・生徒への教育を

充実させる方策を検討します。 

また、小規模であることのデメリットを解消又は緩和させる方策も併せて検

討します。 

 

８ 学校跡地の取扱いについて 

市公共施設最適化基本計画では「複合化等の統廃合による余剰施設や利用者

ニーズの低下により廃止した施設については、原則として売却することによ

り、公共建築物全体の維持管理等費用として活用」することとしていますが、

学校施設は市民にとって最も身近な公共施設であり、避難場所としての機能、

地域コミュニティの拠点としての役割を担っていることから、学校跡地の取扱

いについては、方針に基づき、基本的な考え方、手続、検討体制等を整理した

上で、行政需要や地域の意向、ニーズ等に配慮して検討を進めていきます。 
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９ 今後の適正規模・適正配置の取組の進め方【参考：小鮎地区】 

小鮎地区での適正規模・適正配置の取組、スケジュールの目安は次のとおり

になります。方策の方向性決定後は、小中一貫教育や小鮎小学校の新校舎の整

備の方向性を踏まえ、小鮎地区の新しい学校づくりに向けた検討を進めます。 

なお、検討に当たっては方策の実施時期を見据え、一定期間以上の地域での

検討・準備期間を設け、地域の実情を踏まえた学校づくりを進めます。 

 

 【適正規模・適正配置の取組】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 小鮎地区における適正規模・適正配置推進の内容につい
て、市小中学校通学区域再編成委員会への諮問 

イ 小鮎地区関係者（保護者や学校関係者、地域の団体や住
民等）で構成する検討組織（市小中学校通学区域再編成委
員会部会）の設置 

ウ 検討組織（部会）における検討及び検討結果について市
小中学校通学区域再編成委員会からの答申 

 
ア 市小中学校通学区域再編成委員会における審議 
イ 市民参加条例に基づく市民参加手続（意見交換会、パブ
リックコメント等）の実施 

ウ 小鮎地区における適正規模・適正配置推進計画の策定
（方策の決定） 

学校統廃合に向けた準備委員会の設置等 

※上記のほか、各検討段階で厚木市議会へ報告・説明を実施 

 方策の実施に向けた検討 

 

 小鮎地区における適正規模・適正配置推進計画の策定 

 

 小鮎地区における適正規模・適正配置推進計画の推進 

 

ア 学校統合の実施・新校開校 

（Ｒ15 年度以降（新校舎供用開始時期）） 

イ 統合後の児童のケアに関する取組 

（アンケート調査の実施等） 

 小鮎地区における適正規模の方策の実施 

 

ア 両校の交流事業の実施 

イ 両校における学校運営上のルール等の調整 

ウ 新しい学校づくりに向けた児童参加の取組の 実施 

 小鮎小及び飯山小の交流事業等実施 

 

ア 小中一貫教育や新校舎の整備の方向性を踏まえた新しい
学校づくりについての検討・整理 

 新しい学校づくりに必要となる事項の検討 

学
校
跡
地
の
検
討 

【関連する取組】 

小鮎小学校・
小鮎中学校施
設整備の方向
性 

小中一貫教育
推進の方向性 



別紙１ 

市立小・中学校の適正規模・適正配置の取組に係る説明会実施結果 

 

１ 目的 

市立小・中学校の適正規模・適正配置の取組について、今後、学校の統廃合を

含めた方策を検討する学校・地域において、市の適正規模・適正配置についての

基本的な考え方、各学校の現状、学校・地域ごとの方策の方向性（案）等につい

て、保護者や地域の方々に周知を図るもの 

 

２ 実施結果概要 

日程 学校・地区 時間 会場 参加者数 

10 月 10 日(月・祝) 小鮎小 《全会場共通》 

［1回目］ 

10 時～ 

11 時 30 分 

［2 回目］ 

14 時～ 

15 時 30 分 

［3 回目］ 

17 時～ 

18 時 30 分 

小鮎小 体育館 32 人 

〃 16 日(日) 飯山小 飯山小 体育館 49 人 

〃 23 日(日) 森の里小 森の里小 体育館 84 人 

〃 29 日(土) 荻野小 荻野小 体育館 58 人 

11 月 ３日(木・祝) 鳶尾小 鳶尾小 体育館 53 人 

〃  ６日(日) 森の里中 森の里中 体育館 34 人 

〃 19 日(土) 愛甲小 愛甲小 体育館 42 人 

〃 20 日(日) 玉川中 玉川中 体育館 11 人 

〃 23 日(水・祝) 上荻野小 上荻野小 体育館 58 人 

〃 26 日(土) 毛利台小 毛利台小 体育館 56 人 

〃 27 日(日) 玉川小 玉川小 体育館 59 人 

   合計 536 人 
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３ 意見等概要 

No 意見種別 件数 内容 

１ 取組の考

え方・進

め方・ス

ケジュー

ル 

133 件 ・学校規模適正化の検討に当たり、教育的な観点に加えて、

地域コミュニティや財政的な内容が記載され、様々な観点

から検討するという内容になっており、検討が前進したの

かなと感じる 

・現状で穏やかに生徒が過ごしている中で、統合によって大

きな学校に行くとデメリットが大きいと感じる。もし統合

を検討するなら客観的なデータを示してほしい 

・児童間でトラブルが起きた際に、１学年１学級だと対応に

課題が多いと感じるので、複数学級の方が望ましい 

２ 教育環境 66件 ・小規模校のメリットの「教員の目が行き届きやすく、きめ

細かな教育指導を受けやすい」とデメリットの「児童・生

徒の人間関係や相互の評価などが固定しやすい」につい

て、どちらを優先するものなのか 

・それぞれの地区に学校は必要。やはり子どもたちは地域で

育つことが重要であり、そういったアイデンティティを育

てるのが教育ではないか。地域ごとの良さにもっと着目し

てもらいたい 

・教育環境は一律にしていくべきではない。小規模校でも教

育的なマイナス面を感じず、むしろプラス面を感じている 

・小・中学校の一貫教育について、どこまで検討が進んでい

るのか 

３ 通学関係 43件 ・小学校低学年で、重いランドセルを背負って通学距離の上

限を歩くのは難しいのではないか。スクールバスの運行な

ど、児童が安全に学校に通える環境の整備を第一に考えて

もらいたい 

・望ましい通学距離・時間の上限について、小学生は低学年

と高学年にわけて、中学生、小学校低学年、小学校高学年

それぞれ毎分何㎞で換算するのが妥当なのか、細かく計算

してほしい 

４ 地域づく

り・コミ

ュニティ 

21件 ・地域が高齢化を迎えるに当たり、小・中学校が持つ地域の

拠点としての機能がとても大切であるため、子どものため

という視点だけではなく、地域をどのようにデザインして

いくかという視点でぜひ考えてもらいたい 

・地域の防災拠点が必要だと考えるので、学校施設の跡地に

ついては危機管理担当課を含めて検討してほしい 

５ その他 41件 ・市として子育てを推進しているのであれば、他県から若い

子育て世帯を呼び込む対策を取るべきである 

・現在国が 35 人での学級編制を進めているが、資料に記載

されている推計などは、中学校まで 35 人学級編制になる

という前提で作成しているのか 

合計 304 件  
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厚木市立小・中学校の適正規模・適正配置の取組に関する 

アンケート調査結果（要旨）【全地区】 
 

１．調査概要 

【地区別回答者数内訳】 

荻野 235 人（35.3%） 88 人（32.8%） 345 人（31.3%） 

小鮎 151 人（34.3%） 69 人（27.5%） 342 人（31.0%） 

玉川 297 人（41.0%） 88 人（30.2%） 438 人（39.7%） 

森の里 137 人（54.2%） 29 人（56.9%） 555 人（50.3%） 

※１…本アンケートでは「児童」は市立小学校に通う小学校１～６年生、「生徒」は市立中学校に通う中学校１

～３年生を指します。 

※２…愛甲小学校については、玉川中学校の通学区域に在住する児童及び未就学児のみアンケートの対象と

しています。 

※３…１世帯につき１アンケート調査を送付しています。複数の児童等や未就学児がいる場合、調査票は最も

年長のお子様の区分で集計しています。 

例）１世帯に、森の里中学校生徒と森の里小学校児童の２人がいる場合、森の里中学校の生徒として集計     
２．設問概要 

設問区分 設問内容 設問回答対象 

(１) 地区の子どもを取り巻く環

境について 
地区の子どもを取り巻く環境の認知状況 

児童等及び未就学児

の保護者、地区住民 

(２) 適正規模について 
適正規模の範囲の妥当性及びその理由、クラス替

えの必要性 児童等及び未就学児

の保護者 (３) 学校規模適正化の方策に

ついて 
学校規模適正化で重視すべきこと 

(４) 地域における学校の役割

について 

学校に行く頻度や理由、地域における学校の役

割、教育環境の充実以外で考慮すべきこと 
地区住民 

(５) 地域に学校を維持すること

ついて 
地域・地区に学校を維持すること 

児童等及び未就学児

の保護者、地区住民 (６) 適正規模・適正配置の取

組への意見等について 
取組に対する意見や提案 

目的 
市立小・中学校の適正規模・適正配置の方策検討に係る基礎資料として、児童・生徒※１（以下

「児童等」という。）の保護者、未就学児の保護者、地区住民の皆様の意識を把握するため 

調査名 厚木市立小・中学校の適正規模・適正配置の取組に関するアンケート調査 

種別 児童等の保護者 未就学児の保護者 地区住民 

調査対象 

９つの小学校（荻野・鳶尾・上荻野・小鮎・飯山・玉川・森の里・毛

利台・愛甲※２）、２つの中学校（玉川・森の里）に在籍する全ての児

童等及び同学校の通学区域に在住する全ての未就学児の保護者 

荻野・小鮎・玉川・森の里の

各地区に在住する 18 歳以

上の市民（無作為抽出） 

実施期間 令和５年１月 31 日～２月 17 日 同５年２月３日～２月 20 日 

配布数※３ 2,083 人 861 人 
4,416 人 

（各地区 1,104 人） 

合計 7,360 人 

回答者数 

(回答率) 
820 人（39.4%） 274 人（31.8%） 1,680 人（38.0%） 

合計 2,774 人（37.7%） 
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３．調査結果概要 

※設問の選択肢は、場合により語句を簡略化しています。 

※選択肢「その他」は順位に含めていません。 

 

(１) 地区の子どもを取り巻く環境について 

① 地区の子どもを取り巻く環境（児童・生徒数の減少傾向）について 

地区 １位 ２位 ３位 

荻野地区 

知っていた 

51.9% 

ある程度知っていた 

38.4% あまり知らなかった 5.6% 

小鮎地区 50.3% 37.9% 知らなかった 6.1% 

玉川地区 48.9% 39.8% 

あまり知らなかった 

7.1% 

森の里地区 64.4% 30.7% 3.1% 

 

回答の傾向 

・全ての地区において、「知っていた」、「ある程度知っていた」の合計が 90%程度と高い割合になっ

ており、地区の児童等の減少傾向について一定程度認識していると考えられる。 

・各地区の比較でも、それほど大きな差異はない。 

 

 

 

 

  
51.9%

38.4%

5.6%

4.1%

50.3%

37.9%

5.7%

6.1%

48.9%

39.8%

7.1%

4.2%

64.4%

30.7%

3.1%

1.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っていた

ある程度知っていた

あまり知らなかった

知らなかった

地区の子どもを取り巻く環境（児童・生徒数の減少傾向）について

荻野 小鮎 玉川 森の里
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(2) 適正規模について 

① 方針で定めている適正規模の範囲について 

地区 １位 ２位 ３位 

荻野地区 

おおむね適切だと思

う 

60.2% 

適切だと思う 

31.7% 

あまり適切ではない 

5.6% 

小鮎地区 55.9% 34.5% 7.3% 

玉川地区 62.5% 29.9% 6.0% 

森の里地区 44.6% 23.5% 適切ではない 17.5% 

 

回答の傾向 

・全ての地区において、「適切」、「おおむね適切」の選択割合が高くなっており、荻野・小鮎・玉川地

区では、２つを合わせた選択割合が 90%を超えている。 

・森の里地区は、「適切」、「おおむね適切」を合わせた選択割合が 70%程度、「適切でない」、「あま

り適切ではない」を合わせた選択割合が 30%程度となっており、他の地区とは異なる傾向が見られ

る。（「適切でない」、「あまり適切ではない」を合わせた選択割合は、他地区と比較し４倍程度高く

なっている。） 

・全ての地区において、保護者は方針で示している学校の適正規模の範囲について、ある程度妥

当性があると捉えていると考えられる。（特に荻野、小鮎、玉川地区はその傾向が強くみられる。） 

 

 

 

  

31.7%

60.2%

5.6%

2.5%

34.5%

55.9%

7.3%

2.3%

29.9%

62.5%

6.0%

1.6%

23.5%

44.6%

14.5%

17.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

適切だと思う

おおむね適切だと思う

あまり適切ではない

適切ではない

方針で定めている適正規模の範囲について

荻野 小鮎 玉川 森の里
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【①で「適切」、「おおむね適切」の選択者のみの設問】 

② ①で「適切」「おおむね適切」と回答した理由について（３つまで選択可） 

地区 １位 ２位 ３位 

荻野地区 

教員の目が届きや

すく、きめ細かな指

導を受けやすい 

17.9% 

豊かな人間関係の構

築や多様な集団の形

成が図られやすい 

15.6% 
児童・生徒の人間関

係が深まりやすい 
15.0% 

小鮎地区 18.5% 
児童・生徒の人間関

係が深まりやすい 

17.5% 

豊かな人間関係の構

築や多様な集団の形

成が図られやすい 

14.7% 

玉川地区 20.8% 15.8% 14.2% 

森の里地区 

多様な考え方に触

れる機会や学びあ

いの機会、切磋琢

磨する機会が多くな

りやすい 

20.0% 

運動会や文化祭など

の集団活動や学校行

事に活気が生じやす

い 

16.5% 14.7% 

 

回答の傾向 

・荻野・小鮎・玉川地区では小規模な学校で考えられるメリット・大規模な学校で考えられるメリットの

両方を意識した選択がなされており、１～３位にそれぞれが混在している。 

・森の里地区では、１～３位の全てで大規模な学校で考えられるメリットを意識した選択となってい

る。 
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15.0%

15.6%

14.8%

3.9%

2.6%

17.9%

3.0%

14.5%

4.7%

1.6%

0.9%

5.0%

0.4%

17.5%

14.7%

13.9%

3.8%

4.0%

18.5%

2.4%

14.1%

4.6%

1.2%

0.4%

4.8%

0.0%

15.8%

14.2%

13.6%

3.7%

3.2%

20.8%

1.7%

10.6%

7.4%

2.6%

1.3%

4.4%

0.8%

11.6%

14.7%

20.0%

4.2%

2.1%

11.9%

2.1%

16.5%

9.8%

1.8%

0.7%

3.9%

0.7%

0% 10% 20% 30% 40%

児童・生徒の人間関係が深まり

やすい

豊かな人間関係の構築や多様

な集団の形成が図られやすい

多様な考え方に触れる機会や

学びあいの機会、切磋琢磨す

る機会が多くなりやすい

異学年間の教育・交流活動の

機会が多くなりやすい

学校行事や部活動等で一人

一人の発表や活躍の機会など

が多くなりやすい

教員の目が届きやすく、きめ細

かな指導を受けやすい

習熟度別学習やグループ学習

など多様な学習形態がとりやすい

運動会や文化祭などの集団活

動や学校行事に活気が生じやすい

様々な種類の部活動等の設置

が可能となり、選択の幅が広がり

やすい

ICT機器などの授業で使用する

教材や教具が一人一人に行き

渡りやすい

学校と保護者・地域住民が連

携した教育活動を展開しやすい

PTA活動等における役割分担

などで保護者の負担を分散しやすい

その他

①で「適切」「おおむね適切」と回答した理由について

荻野 小鮎 玉川 森の里
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【①で「あまり適切でない」「適切でない」の選択者のみの設問】 

③ ①で「あまり適切でない」「適切でない」と回答した理由について（３つまで選択可） 

地区 １位 ２位 ３位 

荻野地区 

全教職員による児

童・生徒一人一人

の把握が難しくなり

やすい 

30.2% 

PTA 活動等における

保護者一人当たりの

負担が大きくなりや

すい 

11.6% 

習熟度別学習やグル

ープ学習など多様な

学習形態がとりにくい 

9.3% 

小鮎地区 26.8% 
児童・生徒の人間関

係や相互の評価など

が固定化しやすい 

14.6% 

学校行事や部活動等

で一人一人の発表や

活躍の機会などが少

なくなりやすい（ほか１

件同率の回答あり） 

12.2% 

玉川地区 18.2% 

18.2% 

※同率 

１位 
同学年の結びつきが

中心となり、異学年交

流の機会が少なくなり

やすい 

13.6% 

森の里地区 25.7% 

学校行事や部活動

等で一人一人の発

表や活躍の機会など

が少なくなりやすい 

12.8% 11.0% 

 

回答の傾向 

・全地区で「児童・生徒一人一人の把握が難しくなりやすい」（大規模な学校の課題）が最も高い選

択割合になっている。玉川地区を除くと、２位と比較し、２～３倍程度選択割合が高くなっており、

方針で示している適正規模だと、大規模な学校で考えられる課題が出ることを意識している保護

者が多いものと考えられる。 

・２位以下は、大規模な学校で考えられる課題と小規模な学校で考えられる課題が混在しており、

方針で示している適正規模が小さすぎると考える保護者と大きすぎると考える保護者の両方が存

在すると考えられる。 

・１～３位全体では大規模な学校で考えられる課題を意識している保護者の割合が高いものと考え

られる。 
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30.2%

4.7%

7.0%

4.7%

2.3%

4.7%

4.7%

9.3%

2.3%

11.6%

18.6%

26.8%

12.2%

4.9%

0.0%

14.6%

9.8%

0.0%

12.2%

2.4%

2.4%

14.6%

18.2%

6.1%

13.6%

4.5%

18.2%

7.6%

1.5%

9.1%

4.5%

7.6%

9.1%

25.7%

12.8%

11.0%

0.0%

1.8%

2.8%

5.5%

7.3%

5.5%

2.8%

24.8%

0% 10% 20% 30% 40%

全教職員による児童・生徒一人

一人の把握が難しくなりやすい

学校行事や部活動等で一人一

人の発表や活躍の機会などが

少なくなりやすい

同学年の結びつきが中心となり、

異学年交流の機会が少なくなり

やすい

特別教室や体育館、プール等

の施設・設備の利用面で、一定

の制約がかかりやすい

児童・生徒の人間関係や相互

の評価などが固定化しやすい

多様な考え方に触れる機会や

学びあいの機会、切磋琢磨す

る機会が少なくなりやすい

運動会や文化祭などの集団活

動や学校行事に制約が生じやすい

習熟度別学習やグループ学習

など多様な学習形態がとりにくい

部活動等の設置が限定され、

選択の幅が狭まりやすい

PTA活動等における保護者一人

当たりの負担が大きくなりやすい

その他

①で「あまり適切でない」「適切でない」と回答した理由について

荻野 小鮎 玉川 森の里
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④ 学年内でクラス替えができることの必要性 

地区 １位 ２位 ３位 

荻野地区 

必要だと思う 

56.3% 

どちらかといえば必要

だと思う 

36.3% 

どちらかといえば必

要ではない 

4.4% 

小鮎地区 60.8% 28.1% 7.8% 

玉川地区 59.8% 31.0% 6.3% 

森の里地区 
どちらかといえば必要

だと思う 
46.0% 必要だと思う 25.8% 必要ではない 14.7% 

 

回答の傾向 

・全ての地区で「必要」、「どちらかといえば必要」を合わせた選択割合が高くなっており、荻野・小

鮎・玉川地区では 90%程度に達している。 

・森の里地区は、「必要」、「どちらかといえば必要」を合わせた選択割合は 70%程度であり、他の３

地区で１位の「必要」が、２位の「どちらかといえば必要」の２倍程度の選択割合になっているのに対

し、森の里地区は「どちらかといえば必要」が１位となっている。（また、「必要ではない」、「どちらかと

いえば必要ではない」を合わせた選択割合が 28％程度あり、他地区と比較し３倍程度高くなって

いる。） 

・全ての地区において、保護者はクラス替えができることの必要性について、一定程度肯定的に捉

えていると考えられる。（特に荻野、小鮎、玉川地区はその傾向が強くみられる。） 

 

 

  

56.3%

36.3%

4.4%

3.1%

60.8%

28.1%

7.8%

3.2%

59.8%

31.0%

6.3%

2.9%

25.8%

46.0%

13.5%

14.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

必要だと思う

どちらかといえば必要だと思う

どちらかといえば必要ではない

必要ではない

学年内でクラス替えができることの必要性について

荻野 小鮎 玉川 森の里
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(3) 学校規模適正化の方策について 

① 学校規模適正化の検討に当たり重視すべきことについて（２つまで選択可） 

地区 １位 ２位 ３位 

荻野地区 

通学に係る児童・生

徒の負担が大きくな

らないこと（必要に

応じて通学負担軽

減の方策が図られ

ることを含む） 

40.1% 

通学路の見直しや整

備など、通学の安全

性が確保されること 

25.3% 

長期的に一定の集団

規模を維持でき、豊

かな人間関係の構築

や多様な集団の形成

などが図られること※１ 

 

14.3% 

小鮎地区 42.3% 29.2% 12.4% 

玉川地区 40.6% 25.1% 16.2% 

森の里地区 34.2% 15.5% 13.2% どれだけ小規模にな

っても学校の統廃合

は行わず、全ての学

校が維持されること※１ 

※１…森の里地区は、３位が同率（13.2%）のため両方記載している。 

 

回答の傾向 

・全ての地区で、同じ順位となっている。 

・１位、２位は両方とも通学に関することで、「通学の負担が大きくならないこと」、「通学の安全性が

確保されること」が選択されている。特に「通学の負担が大きくならないこと」は２位以下と比較し、

高い選択割合となっており、学校規模適正化の検討に当たり、保護者は通学の負担に関わること

を重視していると考えられる。 

・３位は「長期的に一定の集団規模を維持」が選択されているが、森の里地区については同率で「ど

れだけ小規模になっても学校の統廃合を行わない」が選択されており、「長期的に一定の集団規

模を維持」とは異なる考え方をもつ保護者が同割合存在していることがうかがえる。なお、「学校の

統廃合を行わない」の選択割合は森の里地区のみ高い選択割合（13.2%）となっており、他の３地

区では全て 5.0%未満となっている。 
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14.3%

40.1%

25.3%

4.6%

7.6%

1.6%

4.6%

0.7%

1.2%

12.4%

42.3%

29.2%

3.6%

6.2%

2.1%

2.1%

0.2%

1.9%

16.2%

40.6%

25.1%

3.3%

7.1%

2.3%

3.1%

0.5%

1.7%

13.2%

34.2%

15.5%

10.3%

3.2%

1.9%

13.2%

1.9%

6.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

長期的に一定の集団規模を維持

でき、豊かな人間関係の構築や

多様な集団の形成が図られること

通学に係る児童・生徒の負担が

大きくならないこと（必要に応じて

通学負担軽減の方策が図られる

ことを含む）

通学路の整備など、通学の安全

性が確保されること

地域コミュニティと学校との関係

が維持され、連携が図られやす

いこと

教職員の学校運営や公務など

に係る負担が軽減されること

将来的な学校の在り方を見据え、

学校施設の建て替え費用の削減

等が図られること

どれだけ小規模になっても学校の

統廃合は行わず、全ての学校が

維持されること

学校規模適正化の方策自体を検

討する必要がない

その他

学校規模適正化の検討に当たり重視すべきことについて

荻野 小鮎 玉川 森の里
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(4) 地域における学校の役割について 

① 過去１年間に学校に行った頻度について 

地区 １位 ２位 ３位 

荻野地区 

１回も行っていない 

55.9% 

年１回以上 

23.8% 

半年に１回以上 

11.5% 

小鮎地区 66.9% 12.9% 11.4% 

玉川地区 64.6% 13.3% 11.0% 

森の里地区 67.1% 13.2% 8.9% 

 

回答の傾向 

・全ての地区で、同じ順位となっている。 

・どの地区でも、回答者の 50～60%程度は年間で１回も学校には行っていない。 

 

 

  

4.1%

4.7%

11.5%

23.8%

55.9%

4.7%

4.1%

11.4%

12.9%

66.9%

5.1%

6.0%

11.0%

13.3%

64.6%

5.6%

5.2%

8.9%

13.2%

67.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

週１回以上

月１回以上

半年に１回以上

年１回以上

１回も行っていない

過去１年間に学校に行った頻度について

荻野 小鮎 玉川 森の里
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【①で「１回も行っていない」を除く回答をした選択者のみの設問】 

② 過去１年間に学校に行った理由について（いくつでも選択可） 

地区 １位 ２位 ３位 

荻野地区 選挙での投票 33.7% 

学校行事（例：運動

会や発表会、授業参

観など） 

22.2% 
子どもの見送りやお

迎え（例：児童クラブ

など） 

8.9% 

小鮎地区 

学校行事（例：運動

会や発表会、授業参

観など） 

23.9% 選挙での投票 20.1% 14.5% 

玉川地区 23.0% 
避難訓練などの防災

関係活動 
15.3% 

体育館や校庭などを

利用した活動（例：ス

ポーツ・文化活動な

ど） 

14.2% 

森の里地区 21.6% 

地域（例：町内会・自

治会、子ども会など）

の会合・行事 

16.1% 12.7% 避難訓練などの防災

関係活動※１ 

※１…森の里地区は、３位が同率（12.7%）のため両方記載している。 

 

回答の傾向 

・どの地区でも「学校行事」や「子どもの見送りやお迎え」など、保護者としての立場で学校に行って

いる割合が高い。 

・地域コミュニティ関連では「防災関係活動」や「地域の会合・行事」、「体育館などを利用した活動」

などで学校に行っている割合が高い。 

・学校が投票所となっている地区は、「選挙での投票」で学校に行っている割合が高い。 
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8.9%

5.6%

0.4%

3.7%

22.2%

33.7%

0.7%

6.3%

5.6%

7.0%

4.4%

1.5%

14.5%

9.0%

3.4%

3.0%

23.9%

20.1%

1.3%

4.3%

6.0%

7.7%

3.8%

3.0%

13.9%

8.2%

1.7%

4.3%

23.0%

1.1%

1.7%

15.3%

11.1%

14.2%

2.3%

3.1%

7.8%

10.1%

1.6%

6.0%

21.6%

2.6%

1.0%

12.7%

16.1%

12.7%

4.4%

3.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

子どもの見送りやお迎え

（例：児童クラブなど）

保護者としての活動

（例：ＰＴＡなど）

学校運営関係者としての活動

（例：学校運営協議会など）

教育活動や放課後活動などの

ボランティア（例：学習支援ボラ

ンティアなど）

学校行事（例：運動会や発表会、

授業参観など）

選挙での投票

災害時（大雨、台風、地震）

における避難

避難訓練などの防災関係活動

地域（例：町内会・自治会、

子ども会など）の会合・行事

体育館や校庭などを利用した

活動（例：スポーツ・文化活動

など）

業務上の関係（例：学校で働

いている、学校と業務上の関

わりがあるなど）

その他

過去１年間に学校に行った理由について

荻野 小鮎 玉川 森の里
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③ 地域における学校の役割で重要なことについて（２つまで選択可） 

地区 １位 ２位 ３位 

荻野地区 

地域の防災の拠点と

しての役割 

32.6% 

児童・生徒の放課後

の居場所・活動場所

としての役割 

29.1% 

地域コミュニティや

地域のつながりに関

わる活動・交流の拠

点としての役割 

12.7% 

小鮎地区 35.3% 26.2% 12.1% 

玉川地区 27.5% 22.9% 19.2% 

森の里地区 29.6% 25.0% 16.7% 

 

回答の傾向 

・全ての地区で、同じ順位となっている。 

・「地域の防災の拠点」、「児童・生徒の放課後の居場所・活動場所」などのハードとしての学校施設

の役割を重視した選択割合が高い。一方、「地域の歴史や文化の中核的な存在」や「地域づくり・

人づくりを進めるための核としての役割」などの学校が有するソフト面の役割に対する選択割合は、

ハード面と比較すると低くなっている。 

・森の里地区では、「子育て世帯等の移住や定住を促進する役割」の選択割合が、他の地区と比

較して高い。（森の里地区は 13.7%、他の地区は４～７%程度） 
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29.1%

32.6%

12.7%

7.9%

2.1%

8.7%

4.6%

2.4%

0.0%

26.2%

35.3%

12.1%

8.2%

2.2%

6.5%

6.3%

2.2%

0.9%

22.9%

27.5%

19.2%

8.3%

4.2%

8.5%

7.4%

1.8%

0.2%

25.0%

29.6%

16.7%

5.2%

1.5%

6.1%

13.7%

1.9%

0.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

児童・生徒の放課後の居場所

・活動場所としての役割

地域の防災の拠点としての役割

地域コミュニティや地域のつな

がりに関わる活動・交流の拠点

としての役割

スポーツ・文化・生涯学習の拠

点としての役割

地域の歴史や文化の中核的な

存在としての役割

地域づくり・人づくりを進めるため

の地域の核としての役割

子育て世帯等の移住や定住を

促進する役割

特にない（児童・生徒の学びの

場以外の役割があると思わない）

その他

地域における学校の役割で重要なことについて

荻野 小鮎 玉川 森の里
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④ 学校規模適正化に当たり教育環境の充実以外に考慮すべきことについて（２つまで選択可） 

地区 １位 ２位 ３位 

荻野地区 

児童・生徒の放課後

の 居 場 所 ・活 動 場

所、地域防災の拠点

など、地域コミュニテ

ィの拠点としての機

能が維持されること 

34.1% 

将来的に児童・生徒

数が減少する見込

みであることを踏まえ

つつ、地域コミュニテ

ィや地域づくりのた

め、地域内に小・中

学校がそれぞれ１校

以上維持されること 

21.3% 
学校施設の維持管理

や再整備に係る経費

などを考慮し、適正な

規模での施設更新や

施設の複合化が図ら

れること 

14.5% 

小鮎地区 33.4% 20.3% 13.7% 

玉川地区 29.4% 20.3% 

将来的に児童・生徒

数が減少する見込み

であっても、地域コミュ

ニティや地域づくりの

ため、地域内の全て

の小・中学校が維持さ

れること 

15.3% 

森の里地区 34.3% 19.6% 16.4% 

 

回答の傾向 

・１位、２位は全ての地区で同じ順位になっており、特に「地域コミュニティの拠点としての機能が維

持されること」は２位以下と比較し、約 10%以上高くなるなど、地域としてコミュニティの拠点機能の

維持が重要であると考えていることがうかがえる。 

・２位、３位について、荻野・小鮎地区では、「地域に小・中学校がそれぞれ１校以上維持」しつつ、

「施設の維持管理や再整備に係る経費などを考慮し、適正な規模での施設更新等が図られるこ

と」が重視されている。 

・２位、３位について、玉川・森の里地区では、「地域に小・中学校がそれぞれ１校以上維持」に加

え、「地域内の全ての小・中学校が維持されること」が選択されており、これは、玉川地域に玉川地

区・森の里地区の２地区が含まれており、各地区に小・中学校がそれぞれ１校ずつある現状を踏ま

え、地区を意識した学校の在り方を考慮した上での選択である可能性が考えられる。 
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9.2%

34.1%

14.5%

5.3%

10.8%

21.3%

0.6%

2.9%

1.1%

9.6%

33.4%

13.7%

3.5%

12.3%

20.3%

1.5%

4.4%

1.2%

10.8%

29.4%

13.5%

6.3%

15.3%

20.3%

0.8%

2.8%

1.0%

9.6%

34.3%

11.2%

4.9%

16.4%

19.6%

0.5%

2.1%

1.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

自治会や青少年健全育成会などを始め

とする様々な地域コミュニティ団体と学校

との連携・協力が図りやすいこと

児童・生徒の放課後の居場所・活動場所、

地域防災の拠点など、地域コミュニティの

拠点としての機能が維持されること

学校施設の維持管理や再整備に係る経

費などを考慮し、適正な規模での施設更

新や施設の複合化が図られること

市都市計画における各地域のまちづくり

の方針や地域づくり諸計画等との整合が

図られていること

将来的に児童・生徒数が減少する見込

みであっても、地域コミュニティや地域づ

くりのため、地域内の全ての小・中学校

が維持されること

将来的に児童・生徒数が減少する見込

みであることを踏まえつつ、地域コミュニ

ティや地域づくりのため、地域内に小・中

学校がそれぞれ１校以上維持されること

特にない（教育環境の充実以外を考慮

する必要はない）

よくわからない

その他

地域における学校の役割で重要なことについて

荻野 小鮎 玉川 森の里
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(5) 地域に学校を維持することについて 

① 各地域内に学校を維持することについて 

地区 １位 ２位 ３位 

荻野地区 

できれば維持すべき 

40.9% 

維持すべき 

39.2% 

必ずしも維持しなくて

よい 

17.5% 

小鮎地区 45.1% 32.9% 19.6% 

玉川地区 45.5% 31.3% 21.1% 

森の里地区 維持すべき 47.0% できれば維持すべき 40.7% 10.8% 

 

回答の傾向 

・全ての地区で「維持すべき」、「できれば維持すべき」を合わせた割合が、75～90%程度となって

おり、大多数の方ができるだけ地域内に学校を維持することが望ましいと考えていることがうかがえ

る。 

・特に森の里地区は、他の３地区の１位が「できれば維持すべき」であるのに対し、「維持すべき」が

１位になっており、その選択割合も 47.0%と他の３地区と比較して高くなっている。 

・「維持しなくてもよい」、「必ずしも維持しなくてもよい」を合わせた割合は、全ての地区で 10～25％

程度と比較的低い割合になっている。 
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【玉川地域（玉川地区・森の里地区）のみ設問】 

② 玉川地区・森の里地区内に学校を維持することについて 

地区 １位 ２位 ３位 

玉川地区 

維持すべき 

36.9% 

できれば維持すべき 

36.8% 
必ずしも維持しなくて

よい 

23.1% 

森の里地区 54.2% 34.3% 9.5% 

 

回答の傾向 

・両地区とも同じ順位となっている。 

・「維持すべき」、「できれば維持すべき」を合わせた割合が、玉川地区では 73.7%、森の里地区で

は 88.5%となっている。また、両地区とも１位に「維持すべき」が選択されるなど、大多数の方ができ

るだけ地区に学校を維持することが望ましいと考えていることがうかがえる。 

・両地区とも、一つ前の設問である「各地域内に学校を維持することについて」と比較し、「維持すべ

き」の選択割合が高くなっており、地区に学校を維持することに対する意識が強いものと考えられ

る。 
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(６) 適正規模・適正配置の取組への意見等について 

① 適正規模・適正配置の取組への意見・提案について 

地区 自由記述回答数 

荻野地区 174 件 

小鮎地区 145 件 

玉川地区 231 件 

森の里地区 305 件 

全体 855 件 

 

回答の傾向 

・自由記述による回答内容については、次の傾向が見られた。 

地区 順位 区分 件数 

荻野地区 １位 取組の考え方・進め方・スケジュール 91 件 

２位 通学関係 31 件 

３位 教育環境 23 件 

小鮎地区 １位 通学関係 53 件 

２位 取組の考え方・進め方・スケジュール 52 件 

３位 地域づくり・地域コミュニティ 12 件 

玉川地区 １位 取組の考え方・進め方・スケジュール 116 件 

２位 通学関係 50 件 

３位 教育環境 27 件 

森の里地区 １位 取組の考え方・進め方・スケジュール 121 件 

２位 地域づくり・地域コミュニティ 60 件 

３位 教育環境 59 件 

※区分は、「取組の考え方・進め方・スケジュール」、「教育環境」、「通学関係」、「地域づくり・地域コミ

ュニティ」、「その他」の５区分で分類。「その他」は順位には含めていません。 



別紙３ 
 

1 
 

市立小・中学校の適正規模・適正配置の取組に係る意見交換会の実施結果について 

 

１ 目的 

市立小・中学校の適正規模・適正配置の取組について、今後、学校の統廃合を含めた方

策を検討する学校・地域において、今後の方策の方向性（案）等について、保護者や地域

の方々と意見交換を行うもの。 

 

２ 実施結果概要 

日程 学校 時間 会場 参加者数 

10 月９日(月・祝) 上荻野小 《全会場共通》 

［1回目］ 

10 時～11 時 30 分 

［2 回目］ 

14 時～15 時 30 分 

上荻野小 体育館 25 人 

10 月 14 日(土) 荻野小 荻野小 体育館 27 人 

10 月 15 日(日) 鳶尾小 鳶尾小 体育館 20 人 

11 月 ３日(金・祝) 飯山小 飯山小 体育館 49 人 

11 月 ４日(土) 小鮎小 小鮎小 体育館 22 人 

   合計 143 人 

 

３ 意見等概要 

No 意見種別 上荻野 荻野 鳶尾 飯山 小鮎 合計 

１ 取組の考え方・進め方・スケジュール ８ 14 10 ７ 11 50 

２ 教育環境 ６ 13 10 ８ ４ 41 

３ 通学関係 ５ ２ ３ 12 ３ 25 

４ 地域づくり・コミュニティ １ ０ ３ ６ １ 11 

５ その他 ８ ４ ４ ７ 13 36 

合計 28 件 33 件 30 件 40 件 32 件 163 件 
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４ 学校別意見 

(1) 小鮎地区 

ア 飯山小学校 

区分 内容 

取
組
□
考
□
方
□進
□
方
□

□
□
□
□
□
□ 

・統合は反対。玉川小のように小規模特認校として飯山小を何とか存続してほし

い。 

・飯山小の施設がまだ活用できるため、小鮎小と飯山小の児童数を平準化する考

えはないか。 

・小鮎小への統合に賛成。子どもの社会性を養うには、ある程度子どもの人数が必

要。また、活力のある学校をつくるためにも、子どもの人数が多い方が良いと思う。 

教
育
環
境 

・統合により、先生の校務負担が軽くなると書かれているが、具体的にどのような校

務が軽減されるのか。 

・小鮎からはじまる新しい厚木の教育の中で、子どもたちの地域への愛着を育むと

あるが、子どもたちにとって身近な地域だけでなく、小鮎全体を地域として捉えら

れる教育をするのは非常に難しく大きなテーマである。 

通
学
関
係 

・小鮎地区はアップダウンが多く、事故も多い地域である。夏場は非常に暑く、低学

年が歩くには水筒一本では足りずとても不安。日没時間が早い冬も、スクールバ

スは柔軟に運行してほしい。 

・スクールバスの運行が難しい場合もあるため、車での送迎がしやすいよう駐車場

を確保する等考えてほしい。 

地
域
□
□
□
□ 

□
□
□
□
□
□ 

・市の方向性として、施設を統廃合し、複合化していくというものは理解できるが、

飯山小学校の跡地利用については統廃合と並行で進めていってほしい。 

・学校跡地の他自治体の活用事例を教えてほしい。 

□
□
他 

・純朴で心豊かな飯山っ子が他校に行ってうまく溶け込めるのか、非常に心配して

いる。 

・行政・民間と一緒に若い世帯を厚木に呼び込む施策ができないか。空き家の借

上げ・住宅開発・土地購入の減税（子どものいる世帯）等、施策を実施し、若い世

帯が増えれば、減少ではなく現状維持ができるのではないか。 
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イ 小鮎小学校 

区分 内容 

取
組
□
考
□
方
□進
□
方
□

□
□
□
□
□
□ 

・今後設置される地域検討組織について、公募市民の方を是非入れてほしい。反

対意見も含め、公正な意見がある方に入っていただき、議論を深めることが大

切。また、地域の人が悲しい思いをしないように、配慮しながら進めてほしい。 

・自治会の方で、地域コミュニティや防災面について、もっと議論してほしい。高齢

者は関係ない、ではなく、将来の地域のために、真剣に議論してほしい。 

教
育
環
境 

・これから市内で統廃合が進み、施設の整備が行われる際には校舎にエレベータ

ーを整備するなど、学校の数が減るのであれば、設備面に力を入れてほしい。 

・飯山小が小鮎小の敷地に統合されることは理解したが、小中一貫教育による９

年間を見据えた系統的な教育について、細かく教えてほしい。 

・小中一貫教育の手法がいろいろあると思うが、校舎自体を統一するのか、校長も

小中で一人にするのか、何か具体的なことが決まっていたら教えてほしい。 

通
学
関
係 

・徒歩で通学する子どもたちに関しても、ＧＰＳ利用などの安全対策を市で行ってほ

しい。また、スクールバスを出す際には、乗り遅れなどの事態にも対応できるよう

検討してほしい。 

・児童の通学路の安全性が特に重要。スクールバスの運行についても不安がたくさ

んある。 

地
域
□
□
□
□ 

□
□
□
□
□
□ 

・宮の里の近くに学校が無くなってしまうことは、居住誘導区域として魅力ある地域

になり得るのか。地域の魅力づくりにつなげると述べているが、学校をなくすこと

が、地域の活性化につながるのか疑問である。 

・新しい校舎の複合化という言葉があったが、例えば公民館の事業で利用できるよ

うな施設を整備することなどを考えているのか。 

□
□
他 

・方策の実施後の小・中学校の給食は、小学校の給食室を活用し、自校給食を進

めてほしい。 
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(2) 荻野地区 

ア 上荻野小学校 

区分 内容 

取
組
□
考
□
方
□進
□
方
□

□
□
□
□
□
□ 

・統廃合は別として、小学校６年間クラス替えがない環境はどうかと思う。いじめが

あった場合、加害者が悪いのは大前提だが、現状は被害者側が不登校になるこ

とが多い。逃げ場を作ること、人間関係を変えることが出来るという点でクラス替

えが出来る環境を整備してほしい。 

・子どもたちに意見を聞くに当たり、前向きな形で聞いてもらい、より良い案を作って

もらいたい。 

教
育
環
境 

・上荻野地区の自然豊かなところを魅力だと思い移住してきた。上荻野小学校の

立地も素晴らしく、この学校に通わせたい。 

・小学校 54 時間や中学校 70 時間という時間外勤務は、普通の会社では考えら

れない。学校の規模適正化により、教職員の時間外は減るのか。学校の規模と

教職員の負担は、どのようにリンクしているのか。 

通
学
関
係 

・スクールバスのルートについては国道 412 号沿いと書いてあるが、みはる野とか

まつかげ台の内部を走行するルートも考えてもらいたい。 

・可能なら登下校は歩くことで体力をつけることができると考えている。２校に統合

する方向で検討してほしいが、スクールバスを運行するのであれば、時間を分割

してでも上手に回してほしい。 

地
域
□
□
□
□ 

□
□
□
□
□
□ 

・統廃合を実施した場合、廃校になる校舎が出るかと思うが、廃校の取扱いについ

て考えはあるのか。廃校となった小学校がそのまま放置されると治安の面でも不

安がある。 

□
□
他 

・市内の他地区では児童数が増えている箇所もあると聞くが、宅地を増やすなど、

荻野地区の児童を増やす策は検討しないのか。万策尽きたということか。 
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イ 荻野小学校 

区分 内容 

取
組
□
考
□
方
□進
□
方
□

□
□
□
□
□
□ 

・子どもの交友関係など、高学年になるほど固定され難しくなるため、２校に分散さ

れると親として不安である。通学区域の変更など柔軟に対応してもらいたい。個人

的には荻野小１校にまとめられればそれがよい。 

・想定される児童数（2032 年）であれば、小中が近接した「荻野小学校１校」への

統合が望ましいと思う。 

 

教
育
環
境 

・小中一貫は大変良い。立地的に荻野小学校は中学校と近接しているため、なく

すべきではない。改修し、モデル校としてほしい。 

・「荻野から始まる新しい厚木の教育」はすごく良いと思うが、１校に統合した場合

と、２校に統合した場合とでどのような教育が実現可能なのか。 

・小中一貫の観点であれば、荻野中と荻野小が同じ敷地内に建つのがベスト。教

員同士の交流もより密になり、児童・生徒の情報共有もできるだろう。 

通
学
関
係 

・通学時間は距離で検討しているとのことだが、通学路が気になる。国道は歩道が

狭く、車が結構なスピードで走っている。上荻野から長い時間をかけて通学する児

童の通学路はどこを想定しているのか。 

・統合された場合、スクールバスの乗り遅れや、天候次第では保護者の送迎が増

えると思う。現状でも朝の時間帯は送迎による路上駐車がとても多い。送迎者用

ステーションを設置してほしい。 

地
域
□
□
□
□ 

□
□
□
□
□
□ 

― 

□
□
他 

・現在、学童保育を利用している。荻野小は利用者が少なく、６年生まで預かって

もらえると聞いているが、鳶尾小と上荻野小は学童に入る人数が多く、低学年を

優先して入所させている状況と聞く。統合した場合、学童保育の形はどうなるの

か。 

・少子化の原因は子育てがしにくいことによるものが一番多いという話を聞く。遠距

離通学は、少子化対策とは逆行した方策であると感じる。その辺りは市で議論し

ているのか。 
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ウ 鳶尾小学校 

区分 内容 

取
組
□
考
□
方
□進
□
方
□

□
□
□
□
□
□ 

・鳶尾小と上荻野小の２校に統合した場合、資料では７年後に上荻野小が小規模

になってしまうとあるが、その場合、再度１校に統合されるのか。 

・1 校統合、２校統合でも具体的な教育方針やメリットを最大限伝えていかないと、

荻野地域の学校に通うメリットがあまり見出せないと思う。 

 

教
育
環
境 

・小中一貫教育は、一つの大きい敷地がないとできないと思うが、新しい施設を整

備しないのであれば、小中一貫教育はできないのではないか。 

・小学校で勤務した際、小規模校では教職員が少なく、校務負担も重く、教材研究

する時間が取れなかった。また、学級数が少ないと、新人の教員も一人でその学

年を担当しなければならない状況。教員の授業力や対応力の向上には、ある程

度の学校規模が必要ではないか。 

通
学
関
係 

・スクールバスの具体的な運用方法が決まっていれば教えてほしい。また、現在、

鳶尾で運行されているコミュニティバスを活用する考えはあるか。 

・荻野小に統合になった場合、現在より通学時間が長くなり、スクールバスを利用

する児童がバスに間に合わない場合など、保護者が自家用車で送り迎えをする

機会が増えると考えられる。前面の道路や敷地の広さを考えると、駐車のスペー

スや安全性に不安を感じる。 

地
域
□
□
□
□ 

□
□
□
□
□
□ 

・昨年、荻野地区に引っ越してきたが、家の近くに小学校があり、通学路が整備さ

れていることが、この場所を選んだ大きな理由である。小学校が無くなると、転入

者も減り、過疎化が進んでしまう。鳶尾は高齢化が進んでいるので、更に寂しくな

る。 

・学校の統廃合を進めていくに当たり、地域の魅力が半減しないよう、地域の活性

化や荻野地区への定住対策に力を入れてほしい。 

□
□
他 

・学校の統廃合について、先進的な取組を行っている事例があれば教えてほしい。

特に、統廃合するために、どの程度の時間を掛けて検討しているのか知りたい。 

・放課後児童クラブについて、学校が統合されるのであれば、同じように人手を増

やさなければならないと思うが、どのような検討をしているか。 

 

 



別紙４ 

児童・生徒数及び学級数の推計 

※1 令和 14 年度推計は令和５年度 児童・生徒数及び学級数推計に基づく数値 

※2 令和 22 年度推計は人口ビジョンの「将来展望値」を基に教育委員会で作成 

※3 令和 22 年度の学級数は児童・生徒数から特別支援学級在籍見込み数（児童・生

徒数に令和５年度時点の特別支援学級在籍率を乗じた値）を減じた値を基に算出 

校種 No 学校名 
令和５年度 令和 14 年度※1 令和 22 年度※2 

児童・生徒数 学級数 児童・生徒数 学級数 児童・生徒数 学級数※3 

小学校 

1 厚木小学校 864 27 751 24 899 25～30 

2 依知南小学校 461 15 374 12 416 12 

3 北小学校 385 12 300 12 301 9～12 

4 荻野小学校 204 7 119 6 119 6 

5 三田小学校 719 22 565 18 566 16～18 

6 清水小学校 847 25 564 18 583 16～18 

7 小鮎小学校 388 13 336 12 313 9～12 

8 玉川小学校 130 6 81 6 79 6 

9 南毛利小学校 983 30 712 24 774 21～24 

10 相川小学校 225 8 152 6 159 6 

11 厚木第二小学校 854 25 828 24 848 23～24 

12 緑ケ丘小学校 638 20 500 17 479 13～18 

13 戸室小学校 518 18 415 14 451 13～18 

14 愛甲小学校 458 15 425 13 435 12 

15 妻田小学校 496 16 448 14 463 13～18 

16 鳶尾小学校 298 11 212 6 212 6 

17 毛利台小学校 464 15 349 12 380 11～12 

18 上荻野小学校 297 10 115 6 115 6 

19 飯山小学校 161 6 106 6 99 6 

20 森の里小学校 184 7 92 6 80 6 

21 依知小学校 349 12 308 12 343 10～12 

22 戸田小学校 285 11 312 12 326 9～12 

23 上依知小学校 277 10 202 7 203 6 

中学校 

1 厚木中学校 812 21 700 18 838 21 

2 依知中学校 354 10 280 9 311 8～9 

3 荻野中学校 579 15 259 8 259 7～9 

4 睦合中学校 441 12 317 9 318 8～9 

5 小鮎中学校 338 9 233 6 217 6 

6 玉川中学校 350 10 280 9 273 7～9 

7 南毛利中学校 757 20 661 17 719 18 

8 東名中学校 197 6 146 5 150 4～6 

9 林中学校 334 9 277 8 288 7～9 

10 藤塚中学校 446 12 368 10 369 9 

11 森の里中学校 146 6 77 3 67 3 

12 睦合東中学校 575 15 511 14 512 13～15 

13 相川中学校 271 8 238 7 248 6 


