
 

     会議日時  　令和６年１０月３０日（水）　午後４時から 

     場　　所  　川西市役所　４階 庁議室 
 

 

 

令和６年　第１７回 

川西市教育委員会（臨時会）議事日程表

 日程 

番号

議　案 

番　号
付 議 事 件 備考

 
１ 議事録署名委員の選任

 
２ 議案第２５号

（仮称）川西市立学校のあり方基本方針（案）に

対する意見提出手続きの実施について



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川 西 市 教 育 委 員 会 

 

  

 

令和６年　第１７回 

 

  川西市教育委員会（臨時会）議案書 

 

1



目　　　　　次 

 

 

○　議案　第２５号　  （仮称）川西市立学校のあり方基本方針（案）に対する 
意見提出手続きの実施について

2



議案第　２５　号 

 

（仮称）川西市立学校のあり方基本方針（案）に対する意見提出手続の実施について 

 

　（仮称）川西市立学校のあり方基本方針を策定するにあたり、別紙のとおり意見提出手

続きを実施することについて、川西市教育委員会事務処理規則（昭和４２年川西市教育委

員会規則第１３号）第１０条第５号の規定により議決を求める。 

　　令和６年１０月３０日提出 

 

                                                     　 川西市教育委員会　 

教育長　石　田　　剛　　 

 

 

提案理由 

  （仮称）川西市立学校のあり方基本方針を策定するにあたり、川西市参画と協働のまち

づくり推進条例第９条の規定に基づき、意見提出手続きを実施するため本案を提出する。 
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「（仮称）川西市立学校のあり方基本方針（案）」への意見提出手続を実施します 

 

 

　川西市教育委員会は、このたび、（仮称）川西市立学校のあり方基本方針（案）を作成し

ましたので、川西市参画と協働のまちづくり推進条例（平成 22 年川西市条例第 16 号）第９

条の規定に基づき、この案に対する市民の皆さんからの意見を募集します。 

 

 

１　募集期間 

　　　令和６年１１月１８日（月曜日）から令和６年１２月１７日（火曜日）まで 

 

２　案の公表方法 

　　　①　川西市のホームページ（http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/） 

の「パブリックコメント」のページに掲載 

 

　　　②　教育政策課（本庁舎３階）、市政情報コーナー（本庁舎２階）、大和行政センター及 

び市内各公民館（川西南公民館、川西公民館、明峰公民館、多田公民館、緑台 

公民館、けやき坂公民館、清和台公民館、東谷公民館、北陵公民館）、各コミュニ 

ティセンター（牧の台会館、多田東会館、加茂ふれあい会館、満願寺ふれあい会 

館）、アステ市民プラザ、中央図書館、パレットかわにし、黒川里山センターで公表 

 

３　意見の提出方法 

書式は自由です。案件名、氏名、住所（川西市以外にお住まいの方については、在勤、

在学、利害関係人のいずれに該当するか。）、年齢を記入のうえ、次のいずれかの方法で

提出してください。　 

　　　①　市ホームページ等：「意見提出専用フォーム」から意見を提出 

　　　②　電子メール ：　kawa0216@city.kawanishi.lg.jp 

　　　③　ファックス　　：　072－740－1327 

　　　④　郵送　：　〒666－8501　川西市中央町１２番１号　　川西市役所教育政策課あて 

 

４　その他　 

お寄せいただいたご意見は、市の検討結果とともに公表します。ただし、氏名等の個人 

情報は公表しません。 

なお、電話での意見の受付や、意見に対する個別の回答はいたしませんので、あらか

じめご了承ください。 

 

 

５　問い合わせ先　　　　　川西市役所　教育政策課　　☎　072－740－1249 
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【意見提出手続】 

 
 　　　　　　　　　　　　　 

案 件 名　 「（仮称）川西市立学校のあり方基本方針（案）」　に対する意見 

  

氏 　  名 

　　（必 須）

 

 

  

住 　  所 

　（必 須）

 

 

  

川西市以外に 
お住まいの方 

（市外在住の方必須）

(※　該当する項目を○で囲んでください。) 

・市内在勤     ・市内在学　　　　・当該案件に係る利害関係人 

 　 

年 　 齢 

　（任 意）

（　　　　　　）　歳代

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（№１）

※書式は自由です。よろしければこの用紙をお使いください。
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（№2）
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第１章 はじめに 
１ 川西市立学校のあり方基本方針策定にあたって 
近年、人口減少や少子化を背景に、全国の小・中学校において児童生徒数や学級数が減少

する学校の小規模化が進行しています。川西市においても同様に、小規模化が続く傾向にあ
ります。 

しかし、児童生徒が集団の中で多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨する
ことを通じて一人一人の資質や能力を伸ばしていくという学校の特質を踏まえると、小・中
学校では一定の集団規模が確保されていることが望ましいものと考えられます。 

そこで、子どもたちの学びを保障し、質の高い教育を実現するために、令和６年５月から
川西市立学校のあり方審議会において、今後のより良い教育環境づくりに向け、特に学校規
模に焦点を当てて議論を重ね、この川西市立学校のあり方基本方針（以下「基本方針」とい
う。）を策定しました。 

また、学校のあり方を検討する際、学校には避難所、住民交流の場など、地域にとって重
要な機能をたくさん含んでいることを考慮しますが、「子どもの学びの場」としての学校の
機能を第一に考えて検討を進めていきます。 

 
２ 川西市のめざす教育 

 川西市では、令和５年度に教育大綱を策定しました。教育大綱の三つの基本姿勢を 
（１）｢公教育の役割として社会的公平性を確保するとともに、質の高い教育を実現する｣ 
（２）｢主体的に学び続ける力をつける教育を実現する｣ 
（３）｢社会に参画する人材を育てる｣ 
としています。 
 教育大綱の中で学校教育として、｢すべての子どもたちに充実した学び、育ちを｣と掲げて
おり、これに沿って、それぞれの実現に向けて取り組んでいます。 

上記の項目である「キ 学級規模、学校規模を検討し、質の高い教育環境の整備」では、
「子どもたちの学びを保障し、質の高い教育を実現するためには、集団で学び合う環境が必
要です。そのため、子どもたちの学びにふさわしい、学級規模や学校規模を検討します。」
としています。この取組みとして、本基本方針を策定するものです。 

 ア 主体的な学びや育ちを習得できる環境の充実 
イ 互いの多様性を尊重し、つながりを大切にした協働的な学びや育ちの実現 
ウ ともに学び、ともに育つインクルーシブ教育の推進 
エ 学校運営をみんなで考える体制の構築 
オ 子どもの学びや育ちを支える教職員の育成 
カ 新たな部活動環境の構築に向けた社会移行の実現 
キ 学級規模、学校規模を検討し、質の高い教育環境の整備 
ク 就学前教育保育施設と学校との連携の強化 
ケ 人権教育、多文化共生教育の推進
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第２章 川西市の市立学校の現状 
１ 児童生徒数の推移 
川西市の人口は、2009 年（平成 21 年）をピークに減少に転じています。また、児童生徒

数は、1980 年頃（昭和 55 年）をピークに、その後、減少しています。川西市の将来人口推
計では、今後も０～14 歳の人口は減少する見込みであり、人口減少・少子高齢化が一層進
行することが見込まれています。 

 
〈小学校児童数推移〉 

 

〈中学校生徒数推移〉 
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〈川西市将来人口推計〉 

 

 
 

２ 学校施設の現状 
学校数は、1969 年（昭和 44 年）時点では、小学校７校、中学校４校でしたが、人口増加

に伴い、学校数も増加しました。その後、加茂小学校と加茂西小学校との統合や黒川小学校
の廃校もあり、現在は、小学校 16 校、中学校７校、特別支援学校１校となっています。 

 学校施設については、築年数が経過し老朽化が進んでいます。川西市公共施設等総合管理
計画では、学校施設の目標使用年数を 60 年から 80 年として、大規模改修や長寿命化改修
を実施しながら施設の維持管理をしていくこととしています。 
  
 
 
 

 学校名 建築年度 学校名 建築年度 学校名 建築年度 学校名 建築年度
 久代小 1968(S43) 多田小 1973(S48) けやき坂小 1988(S63) 明峰中 1976(S51)

 加茂小 1975(S50) 多田東小 1982(S57) 東谷小 1971(S46) 多田中 1970(S45)

 川西小 1971(S46) 緑台小 1970(S45) 牧の台小 1972(S47) 緑台中 1978(S53)

 桜が丘小 1971(S46) 陽明小 1974(S49) 北陵小 1986(S61) 清和台中 1974(S49)

 川西北小 1971(S46) 清和台小 1970(S45) 川西南中 1960(S35) 東谷中 1970(S45)

 明峰小 1975(S50) 清和台南小 1976(S51) 川西中 1964(S39) 川西養護 1977(S52)
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第３章 学校規模等に関する基本方針 
 １ 学校規模等に関する基準 

（１）望ましい学校規模 
学校では、単に教科等の知識や技能を習得させるだけではなく、児童生徒が集団の中で

多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨することを通じて思考力や表現力、
判断力、問題解決能力などを育み、社会性や規範意識を身に付けさせることが重要になり
ます。このため、小・中学校では一定の集団規模を確保することが望ましいと考えます。 

また、望ましい学校規模を確保できると、学習や行事で、学級の枠を超えて課題設定や
グループ形成ができることや、学年内での担任間の授業交換による教科指導等、多様な指
導形態をとることができ、学校運営の工夫の幅を広げることができます。 

これらの考えのもと、川西市において望ましい学校規模を以下のとおりとします。 

  ア 児童生徒数が確保できるため、幅広い人間関係が構築でき、多様な考え方や選択
肢が生まれ、切磋琢磨する機会が多くなる。 

イ 複数の教員の視点で子どもを見て、教員同士が相談や協力をしながら学年を安
定的に運営できる。 

ウ クラス替えができ、毎年、環境を変えることができるため、人間関係に困難さが    
生じたときも関係の再構築に繋げることができる。 

エ 教員数を確保できることから、教員一人が受け持つ業務が軽減され、子どもと関
わる時間が増える。 

オ 同学年に複数の教員が配置できることから、学年担任制※１や教科担任制など、さ
まざまな指導方法の工夫がしやすい。 

   カ 中学校においては、免許外教科担任制度※2 を活用する必要がなくなり、専門的な
指導を受けることができる。 

   キ 児童生徒数や教員数が多くなりすぎないため、児童生徒同士や教員との関係性
が築きやすく、また、学校施設の使用に制限なく教育を実施できる。 

 
※１学年担任制 
学級担任を固定せず、複数の教員が学年全体を担当する制度 
※２免許外教科担任制度   
とりうる手段を尽くしてもある教科の免許状を保有する中学校，高等学校等の教員が採用できない場合の例外として，

1 年以内の期間を限り，都道府県教育委員会の許可により，当該教科の免許状を有しない教員が当該教科の教授を担任

するもの                                     〔参考：文部科学省 指針〕 

 小学校 各学年２～３学級 

中学校 各学年４～６学級

【参考：学校教育法施行規則 要旨】 
 小学校・中学校の学級数は、12 学級以上 18 学級以下を標準とする。ただし、地
域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限りでない。
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（２）学級規模 
  川西市において学級規模の基準は国や県に準拠し、以下のとおりとします。 

  ※法改正により令和７年度から、小学校の学級編制の標準は全学年 35 人 
市独自に学級規模の基準を設けることは、市独自で新たな教員を確保しなければな

らず現実的に困難です。したがって、学級規模においては、国や県の基準を基本としな
がら、学習環境の充実や児童生徒の個別支援など、必要に応じて加配教員を配置するこ
ととします。 

 
 

（３）通学距離・通学時間 
  川西市において通学距離・通学時間の基準は国や県に準拠し、以下のとおりとします。 

   上記の基準を持ちつつ、高低差や学年等を考慮するなど、通学が子どもたちの過度な
負担にならないような配慮をします。 

 

 
  
 
 
 
※３隣接校区校選択希望制度 
校区による学校の指定以外に一定の条件のもと、保護者や子どもの希望により隣接する校区の学校への入学希望を認め

る制度 
※４学校運営協議会制度 
学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能となる「地域とともにある学校づくり」への転換を

図るための有効な仕組み                          〔参考：文部科学省 ホームページ〕 

 １学級あたりの上限の人数
 小学校 ３５人
 中学校 ４０人

 通学距離 通学時間
 小学校 おおむね４ｋｍ以内 おおむね１時間以内
 中学校 おおむね６ｋｍ以内 おおむね１時間以内

≪通学に関する現在の取組みについて≫ 
 川西市としては、通学距離などへの配慮から、隣接校区校選択希望制度※３を運用
しています。校区をなくす自由校区制度に関しては、全国の先行事例で課題となっ
ていた、「人気校」「不人気校」の二極化などによる問題が生じることや、学校運営
協議会制度※４による各地域のコミュニティと学校とのつながりに配慮することが重
要であるため、導入していません。
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２ 望ましい学校規模に向けた基準および方策 
（１）検討の基準 

望ましい学校規模を満たさない状況となった場合、今後の教育環境について検討して
いきます。 

ア 小規模校について 
川西市の将来人口推計から考えると、今後、小規模校はより小規模化が進むと予測さ

れ、また全体に占めるその割合も増加する可能性があります。 
今後、継続して学年が単学級となった場合は、教育委員会が地域や保護者との情報共

有の場を持ちます。そのうえで、より良い教育環境をめざし、望ましい学校規模を実現
するため、統合を含めて話し合いを進めていきます。 

なお、継続して学年が単学級となっていない小規模校においても、各学校は学校行事
や指導方法を工夫するなど、より良い教育環境となるように努めます。 
  
イ 大規模校について 

川西市の将来人口推計から考えると、今後、大規模校においても児童生徒数は減少す
ることが予測されるため、望ましい学校規模を実現するための方策については検討せ
ず、長期的な視野に立って、学校運営の状況を注視しつつ、各学校は状況に応じた取組
みを行います。 

 
 
（２）望ましい学校規模を実現するための方策 

望ましい学校規模を実現するための方策としては、「校区の変更」と「学校の統合」が
あります。 

ア 校区の変更 
   校区を変更することによって、隣接する双方が、それぞれ望ましい学校規模となる場

合は、校区の変更を検討します。 
 

イ 学校の統合 
統合することにより、望ましい学校規模を維持できると見通せる場合は、学校の統合

を検討します。その際、地域の実情に基づき、次項に示した特色のある教育の推進につ
いても併せて検討することとします。 
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（３）特色のある教育 
望ましい学校規模を実現する方策を検討・実施する際に、今後の学校教育を充実させる

ために検討することを、下記の項目にまとめています。 
ア 小中一貫教育 

小・中学校がめざす子ども像を共有し、９年間一貫した系統的な教育課程を編成する
ことができる教育です。これにより子どもたちや地域の実情に合わせた特色ある教科
や特に強化・充実を図った教科などを設定するなど学校独自の特色ある教育課程を編
成することができます。また、子どもたちの学習意欲や定着に合わせて学習内容の組替
えを行い、中学校で学ぶ内容の一部を小学校教育課程と関連付けながら先行して学ぶ
ことや、中学校教育課程で小学校の学び直しをすること、教科の専門性の高い中学校の
教員が小学校で授業するなど、柔軟なカリキュラムを編成することも可能となります。 

くわえて、小学校１年生から中学校３年生が一緒に過ごすため、下級生が身近な上級
生を学びのモデルとして、目標を持つことができます。これにより、小学生は将来の自
分像を具体的にイメージすることができるとともに、上級生は下級生と関わることで、
思いやりを持つ機会が増え自己有用感※５が高まることなどにつながります。 

小中一貫教育は大きく分類すると、「義務教育学校」と「小中一貫型小学校・中学校」 
の２つの形があります。（下図参照）いずれの形式にせよ、統合後の学校において、小
中一貫教育の教育効果を期待できる場合、施設一体型の義務教育学校又は小中一貫型
小学校・中学校の導入を検討していきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔参考：文部科学省 小中一貫した教育課程の編成・実施に関する手引〕 

 
 
 

 
 
※５自己有用感 
人の役に立った、人から感謝された、人から認められた、という感情。自分と他者（集団や社会）との関係を自他共に

肯定的に受け入れられることで生まれる、自己に対する肯定的な評価 〔参考：国立教育政策研究所 生徒指導リーフ〕 
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イ インクルーシブ教育 
人間の多様性を尊重し、国籍や人種、言語、性差、障がいの有無等にかかわらず、す

べての子どもたちがともに学び、ともに育つ、共生社会の実現をめざす教育です。配慮
や支援が必要な児童生徒に対して、本人の希望や特性に応じて必要な支援を行います。 

また、多様な人々がともに学び、ともに育つことは子どもたちの成長や相互理解につ
ながるため、すべての子どもたちがともに学べる教育環境をめざします。 

川西養護学校についても、在籍する児童生徒が、地域や他の小・中学校とつながり、
日常的に交流しやすい教育環境の整備を進めます。 

 
 

（４）望ましい学校規模に向けた留意事項 
 ア 児童生徒への配慮について 

   統合等望ましい学校規模を検討・実施する際には、児童生徒の教育環境、教職員との
関係等が大きく変化するため、児童生徒及び教職員の不安ができる限り軽減するよう、
対象校同士の交流の機会を持つなど新たな学校生活に円滑に移行できるように配慮し
ます。 

 
イ 施設の集約化について 

   統合等によって、施設の集約化を伴う大規模改修をする際には、現状を維持するだけ
ではなく、オンライン教育やインクルーシブ教育、子ども主体の学びの推進などの観点
等、多様な学びに対応できるような教室や校舎へ環境を変化させていくことも検討し
ます。 

 
ウ 登下校について 

統合等によって通学距離や通学時間の負担が増える場合は、公共交通機関等の利用
など、通学手段について柔軟に検討します。また、通学路の安全点検や安全対策を行う
とともに、登下校時の危険箇所や交通ルールの確認など、安全教育を充実させます。 

 
エ 地域の中での学校の機能について 

    学校は、様々な機能を併せ持っています。教育の観点から見ると、子どもたちが学校
生活を過ごす「子どもの学びの場」ですが、それ以外にも、避難所、住民交流の場など、
地域にとって重要な機能を含んでいます。そのため、統合等を検討する地域で学校が果
たしている機能について地域住民とともに整理していきます。 

    また、川西市では市内全校で学校運営協議会制度を導入しており、学校と地域とのつ
ながりを重要視しているため、コミュニティへの影響も含め、丁寧に協議する必要があ
ります。 
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   オ オンラインを活用した教育について 
    望ましい学校規模を満たさない学校において、他校と交流をし、多様な考え方に触れ

る機会を補完するツールとして、オンライン教育は一定の効果があるものと考えます。 
一方で、対面で友達や教職員と直接触れあう学校生活は子どもの成長にとって今後

ますます重要になっていくと考えられます。そのため、すべての学校教育を補完するこ
とはできませんが、今後もオンラインを積極的に活用し、子どもたちの学びを保障しま
す。 

 
   カ 跡地の利用について 

   統合等を検討する際、跡地の利用については、市長事務部局に対して、これからのま
ちづくりにとって有効な活用方法となるよう、地域住民と丁寧に話し合いを進めてい
くことを求めていきます。 

 
 
第４章 基本方針の見直しについて 
 基本方針は教育大綱の改訂時期にあわせて見直していきます。 

なお、国や県における教育制度の変更や社会情勢の変化、学校規模などに関する新たな課
題の発生等があれば、教育大綱の改訂時期に関わらず、必要に応じて見直しを図ることとし
ます。



小　学　校

学級 男 女 計 学級 男 女 計 学級 男 女 計 学級 男 女 計 学級 男 女 計 学級 男 女 計 学級 男 女 計 学級 人数

計 38 513 519 1,032 40 546 560 1,106 41 560 554 1,114 42 593 575 1,168 42 597 584 1,181 39 603 580 1,183 242 3,412 3,372 6,784 311 7,166

中　学　校

学級 男 女 計 学級 男 女 計 学級 男 女 計 学級 男 女 計 学級 人数

計 32 571 626 1,197 34 651 547 1,198 32 581 591 1,172 98 1,803 1,764 3,567 123 3,689

２．市立学校・幼稚園・認定こども園・保育所における児童・生徒・園児・入所園児数及び学級・組数

（令和６年５月１日現在）

１　学　年 ２　学　年 ３　学　年 ４　学　年 ５　学　年 ６　学　年 計

１　学　年 ２　学　年 ３　学　年 計

合　　　計
(特別支援
学級含む)

学　校　名

久 代 3 39 40 79 3 31 40 71 3 43 42 85 2 33 33 66 3 51 39 90 2 37 29 66 16 234 223 457 20 482

加 茂 3 37 34 71 3 36 37 73 3 36 37 73 3 34 41 75 3 33 44 77 3 38 34 72 18 214 227 441 27 494

川 西 3 41 43 84 3 44 39 83 3 39 44 83 3 36 36 72 3 57 44 101 3 35 44 79 18 252 250 502 24 537

桜 が 丘 2 31 26 57 2 26 41 67 2 31 33 64 2 35 33 68 2 28 26 54 2 31 30 61 12 182 189 371 16 392

川 西 北 3 41 38 79 3 54 37 91 3 51 37 88 3 38 51 89 2 41 28 69 2 39 39 78 16 264 230 494 20 518

明 峰 4 58 58 116 4 47 66 113 4 65 44 109 4 68 55 123 4 47 67 114 4 73 67 140 24 358 357 715 29 740

多 田 2 28 26 54 3 47 29 76 3 39 41 80 3 50 28 78 3 40 31 71 3 38 39 77 17 242 194 436 21 459

多 田 東 3 43 59 102 3 35 41 76 3 42 49 91 3 50 49 99 3 38 40 78 3 49 53 102 18 257 291 548 23 580

緑 台 2 32 16 48 2 16 30 46 2 24 22 46 2 27 26 53 2 24 23 47 2 23 21 44 12 146 138 284 15 298

陽 明 2 33 26 59 2 21 41 62 2 22 28 50 2 26 27 53 2 17 24 41 2 26 23 49 12 145 169 314 15 329

清 和 台 1 12 15 27 1 17 16 33 1 13 15 28 1 9 15 24 1 18 10 28 2 23 19 42 7 92 90 182 9 196

清 和 台 南 1 13 10 23 1 16 14 30 1 10 12 22 2 19 18 37 1 17 18 35 1 17 20 37 7 92 92 184 10 198

け や き 坂 2 24 23 47 2 26 32 58 3 37 48 85 4 63 49 112 4 52 55 107 3 51 47 98 18 253 254 507 23 531

東 谷 2 25 43 68 3 57 38 95 3 46 41 87 3 40 44 84 3 59 46 105 3 49 43 92 17 276 255 531 22 561

牧 の 台 3 38 44 82 3 54 40 94 3 39 35 74 3 45 38 83 3 44 41 85 2 33 40 73 17 253 238 491 21 513

北 陵 2 18 18 36 2 19 19 38 2 23 26 49 2 20 32 52 3 31 48 79 2 41 32 73 13 152 175 327 16 338

合　　　計
(特別支援
学級含む)

学　校　名

川 西 南 5 81 94 175 5 106 80 186 4 74 70 144 14 261 244 505 17 521

川 西 5 91 107 198 5 95 70 165 5 87 97 184 15 273 274 547 21 581

明 峰 3 57 61 118 4 70 65 135 3 62 57 119 10 189 183 372 13 376

多 田 4 73 86 159 5 96 76 172 5 89 100 189 14 258 262 520 16 530

緑 台 3 50 66 116 3 59 39 98 3 42 54 96 9 151 159 310 11 318

清 和 台 5 73 94 167 5 96 78 174 5 85 81 166 15 254 253 507 18 526

東 谷 7 146 118 264 7 129 139 268 7 142 132 274 21 417 389 806 27 837
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