
 

 

 

 

 

 

 

 

 

水橋地区統合校整備に係る基本計画 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3 年 12 月 

 

富山市教育委員会事務局 

学校再編推進課 

 

 



 

 

 



 

 

 

目次  

 

1． 基本計画について ............................................................................... 1 

 基本計画策定の背景・検討の経緯 .................................................... 1 

 基本計画策定の目的 ................................................................... 1 

 統合校整備の基本的な考え方 ......................................................... 2 

 今後の富山市のモデルとなる学校づくりの推進 ....................................... 2 

 住民・行政・民間が一体となった学校づくりの推進 ................................... 2 

 関連計画と基本計画の位置づけ ....................................................... 2 

2． 統合校を取り巻く現状と課題 .................................................................. 4 

 水橋地区の位置とまちづくり ............................................................. 4 

 位置・地勢 .............................................................................. 4 

 まちづくり ................................................................................. 5 

 既存校の現状と課題 .................................................................... 6 

 既存校の現状 .......................................................................... 6 

 地区の人口減少・少子高齢化による児童生徒数の減少 .......................... 7 

 学校施設の老朽化 .................................................................. 10 

 学校教育を取り巻く環境の変化 .................................................... 11 

 防災・防犯 ............................................................................ 13 

 環境・経済性 ......................................................................... 13 

 カリキュラム ............................................................................ 16 

3． 整備コンセプトの策定 ......................................................................... 19 

 整備コンセプトの策定 .................................................................. 19 

 住民ワークショップでの意見の反映 .................................................. 19 

 教職員ヒアリングの反映 .............................................................. 20 

 整備コンセプト ........................................................................ 21 

4． 施設計画 ...................................................................................... 22 

 計画予定地の概要 .................................................................... 22 

 学校規模の整理 ....................................................................... 23 

 児童生徒数・普通学級数 .......................................................... 23 

 導入機能別の規模のイメージ ....................................................... 24 

 施設配置計画・ゾーニング計画 ....................................................... 29 

 施設配置の基本方針 ............................................................... 29 

 平面計画 ............................................................................. 29 

 構造計画 ............................................................................... 31 

 設備計画 ............................................................................... 31 



 

 

 

 電気設備 ............................................................................. 31 

 防犯・防災設備等 ................................................................... 31 

 空調設備 ............................................................................. 31 

 給排水・衛生設備 ................................................................... 31 

 安全計画 ............................................................................... 32 

 平時の安全の確保 ................................................................... 32 

 災害時等の施設安全性の確保 .................................................... 32 

 保安警備の充実 ..................................................................... 32 

 環境計画 ............................................................................... 32 

 地域景観との調和 ................................................................... 32 

 環境保全・環境負荷低減 .......................................................... 32 

 地域との共存 ......................................................................... 32 

 親しみがわく学校 ..................................................................... 32 

 環境負荷低減 ....................................................................... 32 
 

  



 

 

 

 

資料編 

1． 関連計画 ........................................................................................ 1 

 関連計画の概要 ........................................................................ 1 

 第２次富山市総合計画 .............................................................. 1 

 富山市教育大綱 ...................................................................... 1 

 第２期富山市教育振興基本計画 .................................................. 2 

 富山市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針 .................. 3 

 第２次富山市ＳＤＧｓ未来都市計画 ............................................. 4 

 富山市エネルギービジョン .............................................................. 6 

 第３期教育振興基本計画 ........................................................... 7 

 元気とやま創造計画 －とやま新時代へ 新たな挑戦－ ........................... 7 

 第２期富山県教育大綱 .............................................................. 8 

 新富山県教育振興基本計画 ...................................................... 9 

2． 住民ワークショップの実施 ................................................................ 10 

 実施概要 ............................................................................... 10 

 住民ワークショップ結果 ................................................................. 11 

 住民ワークショップ結果の整理 ......................................................... 25 

3． 先進地視察の実施 ........................................................................... 28 

 実施概要 ............................................................................... 28 

 訪問先の義務教育学校の概要 ...................................................... 28 

 京都市立開睛小中学校 ............................................................ 28 

 京都市立凌風小中学校 ............................................................ 30 
 

 



 

 

 

  

 



 

1 

 

1． 基本計画について 

 基本計画策定の背景・検討の経緯 

我が国においては、グローバル化やＩＣＴ化の進展などによって、社会の大きな変革期を

迎えており、今後ますます一人ひとりの個性や感性が重視され、ライフスタイルも多様化し

ていくことが見込まれる。さらに、少子高齢化や地方の過疎化など、直面する課題に対し、

将来にわたって持続可能な社会を構築していくことが求められている。 

本市においても、児童生徒数の減少による学校の小規模化や情報化の加速的な進展など、

教育を取り巻く環境が変化しており、このような背景のもと新学習指導要領の実施やＧＩ

ＧＡスクール構想の実現など、新しい時代の学校教育の取組を始めているところである。 

こうした中、これからの社会を生きる子どもたちには、多くの友達や教職員との交流を通

じて、互いに切磋琢磨するとともに多様な意見や考えに触れ、その中で主体性や探求する力

を高めていくことが、これまで以上に求められている。 

本市では、このような子どもたちの「生きる力」を培う学校教育を推進するとともに、様々

な状況下においても全ての子どもたちの可能性を引き出す魅力ある学校教育を実現する観

点から、持続可能な学校のあり方について、具体的な検討を進めることとしている。 

このような教育行政の現状と課題を踏まえ、本市では、2019（令和元）年 7月から、市内

自治振興会１３ブロックにおいて、ＰＴＡを交えて各校区の児童生徒数の現状や小規模校

のメリット・デメリット等の「小・中学校のあり方」についての説明会を行ったなかで、2019

（令和元）年 11 月に水橋地区自治振興会及び小・中学校ＰＴＡが、「５小学校・２中学校の

統合」に前向きであったことから、翌 2020（令和 2）年 6～8月にかけて、水橋地区の各校

区で住民説明会を開催した。 

その後、同年９月には水橋地区自治振興会から７つの小・中学校をひとつに統合し、義務

教育学校を設置してほしい旨の要望書が、市長・教育長に提出され、これを受けて、市では

水橋地区統合校（以下、「統合校」という。）に係る基本計画等の策定に着手し、2026（令和

8）年 4 月の開校に向けた検討を進めているところである。 

 

 基本計画策定の目的 

水橋地区統合校整備事業は、前述の課題を克服するため、学校規模の適正化・学校再編に

取り組むとともに、情報技術の進化、グローバル化など子どもたちの教育環境を取り巻く社

会変化に対応した新たな教育環境の創出に取り組むものである。 

統合校は富山市初の義務教育学校として 2026（令和 8）年 4月（最短の予定）に開校予定

である。また、統合校は、地域拠点としての役割を果たすことも求められており、地域住民

の参加により学校のあり方を検討していく必要がある。 

あわせて、学校整備に官民連携手法を用いることで、学校跡地の活用や教育を支援する事

業に民間ノウハウを期待するとともに、事業費の縮減を図っていくことが期待される。 

本計画は以上のような取り組みを実施していくための、統合校整備における方針を示す

ために、検討・策定するものである。 

 

  



 

2 

 統合校整備の基本的な考え方 

 

本事業では、水橋地区内の５つの小学校と２つの中学校を統合して、義務教育学校を整備

する。その結果、義務教育学校の標準規模校（18～27 学級）※となり、子どもたちにより質

の高い教育を行うことが出来る教育環境が整うこととなる。 

統合校の整備にあたっては、統合校及び市を取りまく課題・既存施策及び今後の政策方針

等から、以下の２点を基本的な考え方とする。 
※学校教育法施行規則第７９条の３を参照。 

  今後の富山市のモデルとなる学校づくりの推進 

・子どもたちの学びの質の向上に資する教育環境の整備 

・義務教育学校の利点を生かした教育環境の充実 

・少子高齢化・ＤＸ技術の進展等社会環境の変化への対応 

 住民・行政・民間が一体となった学校づくりの推進 

・住民意見の反映による地域で子どもたちを育む機運の醸成 

・地域の特色の反映 

・地域の伝統の尊重・継承 

・地域の担い手の醸成 

・官民連携手法の導入等の検討 

 

 関連計画と基本計画の位置づけ 

本計画は下図に示すとおり、国、富山県及び富山市の主要な計画や方針等と整合を図ると

ともに、その他の個別計画との連携を図った内容とする。 

 
 

図 1-1 計画の位置づけ 
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表 1-1 関連計画の概要 

  

関連計画名 作成主体、作成年 計画の内容（概要） 

第２次富山市総合計画 富山市、2017（平成 29）

年 3月 

富山市のまちづくりにおけ

る長期的かつ基本的な方

向、目指すべき都市の将来

像の目標及び指針 

第２期富山市教育大綱 富山市、2019（平成 31）

年 2月 

富山市の教育の振興に関す

る総合的な施策の基本的な

方針 

富山市教育振興基本計画 富山市、2019（平成 31）

年 2月 

富山市が目指す教育の基本

的な方向や基本施策 

富山市立小・中学校の適正規

模・適正配置に関する基本方針 

富山市教育委員会、2020

（令和 2）年 11 月 

富山市立小・中学校の適正

規模・適正配置に関する基

本的な考え方 

第２次富山市ＳＤＧｓ未来都

市計画 

富山市、2021（令和 3）年

3月 

富山市の 2030 年のあるべき

姿及び自治体ＳＤＧｓの推

進に資する取組 

富山市エネルギービジョン 富山市、2021（令和 3）年

3月 

富山市における脱炭素化・

ローカルＳＤＧｓ（地域循

環共生圏）の実現に向けた、

包括的なエネルギー政策を

推進するためのビジョン 

第３期教育振興基本計画 文部科学省、2018（平成

30）年 6月 

2030 年以降の社会の変化を

見据えた教育政策の在り方

及び方策 

元気とやま創造計画 －とや

ま新時代へ 新たな挑戦－ 

富山県、2018（平成 30） 

年 3 月 

富山県の目指すべき方向性

と取り組む施策 

第２期富山県教育大綱 富山県、2021（令和 3）年

3月 

富山県の教育、学術及び文

化の振興に関する総合的な

施策の基本的な方針 

新富山県教育振興基本計画 富山県・富山県教育委員

会、2017（平成 29）年 4

月 

「富山県教育大綱」との整

合性をとった、富山県の教

育に関する基本的な計画 
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2． 統合校を取り巻く現状と課題 

 水橋地区の位置とまちづくり 

 位置・地勢 

水橋地区は富山市北東部に位置し、富山湾に面した港町から内陸に農地が広がる地域で

あり、地区の西側に常願寺川や白岩川など河川を有し、その豊富な水量を活用して、地区全

域に田園風景が広がっている。 

市内中心部からは、あいの風とやま鉄道で水橋駅まで約 10分、道路は国道８号線等を経

由して 20～30 分程度で地区に到達する。 

地区の北側は古くからの歴史あふれる港町の街並みが広がり、水橋漁港やフィッシャリ

ーナなどが整備されている。 

 
図 2-1 富山市における水橋地区の位置（左）と富山市における現在の小学校区（右） 

 

 
図 2-2 水橋駅外観 

出所）水橋駅（ https://www.hokurikurail.com/HokurikuEki/Eki/Mizuhashi/Mizuhashi.html）

（2021.11.05） 
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図 2-3 水橋フィッシャリーナの風景 

出所）水橋フィッシャリーナ HP, mizuhashi-f.jp（2021.11.05） 

 まちづくり 

水橋地区の中心部である水橋中部地区センター周辺（水橋中学校付近）は、富山市都市マ

スタープランで地域生活拠点として位置づけられ、地域商業地区として、歴史的な街並みを

活かした活性化を図りながら、既存の商店街等を中心に、最寄り品小売業や金融機関、公共

公益施設の充実を図ることとされている。 

北部の旧市街地においては、歴史的な街並み拠点の形成を目指し、漁港のあるまちの雰囲

気や蔵等の建物等を活かしたまちづくりが進められている。 

常願寺川沿いや国道８号線沿線等には工業団地の立地が見られ、今後、工業地区として医

薬品、水産加工物等の大規模工場や機械工業等の産業集積を充実させていくこととされて

いる。 

地区の南側に位置する農地は、農業保全地域として、虫食い的な農地転用を抑制し、良好

な営農環境を保全していくこととされている。 

 

 
図 2-4 水橋地域のまちづくり 

出所）富山市都市マスタープラン（2019 年（平成 31 年）3月） 
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 既存校の現状と課題 

 既存校の現状 

 

統合対象となる各学校の現状は下表のとおりである。 

 

表 2-1 既存校の現状 

学校名 水橋中部小学校 水橋西部小学校 水橋東部小学校  

現況写真 

   

 

所在地 
富山市水橋町 568 番地 

富山市水橋辻ヶ堂 1919

番地 2 

富山市水橋上桜木 114

番地 
 

設立年 1873（明治 6）年 1878（明治 11）年 1873（明治 6）年  

児童生徒数※ 157 名 145 名 46 名  

校地面積 19,380 ㎡ 15,799 ㎡ 11,051 ㎡  

校舎建築年 1998（平成 10）年 1978（昭和 53）年 1963（昭和 38）年  

学校教育 

目標 

思いやりの心をもち進

んで学び心も体もたく

ましく生きる子供の育

成 

仲間と関わり合い暮ら

しをよりよくしていこ

うとする子供の育成 

よりよい生き方を目指

して、自ら学び、ともに

高め合い、たくましく生

きる子供の育成 

 

特色ある 

教育 
・ 水橋橋まつりにおけ

るステージ発表 

・ 海岸清掃 

・ 異学年の縦割りグルー

プで体力づくり 

・ 水橋漁協による春のホ

タルイカ漁のお話、給

食提供 

・ 60 年以上続くなわと

び発表会 

 

学校名 三郷小学校 上条小学校 水橋中学校 三成中学校 

現況写真 

   
所在地 富山市水橋小路 345 

番地 
富山市水橋石割 99 番地 

富山市水橋舘町 443 番

地 
富山市水橋石割 70 番地 

設立年 1873（明治 6）年 1873（明治 6）年 1947（昭和 22）年 1947（昭和 22）年 

児童生徒数※ 128 名 58 名 194 名 131 名 

校地面積 15,427 ㎡ 11,585 ㎡ 17,796 ㎡ 19,598 ㎡ 

校舎建築年 2013（平成 25）年 1979（昭和 54）年 1967（昭和 42）年 1987（昭和 62）年 

学校教育目

標 

人間性豊かで、自ら学び

実践するたくましい子

供の育成 

豊かな心をもち自ら学

びたくましく生きる子

供の育成 

自主、創造、敬愛の精神

に満ちた生徒の育成 

豊かな心をもって、自ら

学び、たくましく実践す

る生徒の育成 

特色ある教

育 
・全校一斉によるチャ

レンジ活動（走・跳・

投・鉄棒運動） 

・保護者のご協力のも

と行う、地域の川での

生き物捕獲 

・品川区にある姉妹校

との交流活動 

・地元の方と協力する

田んぼの学校、収穫し

たお米を使った会食 

・全教科におけるグル

ープ学習の導入 

・地元企業からの出前

講座 

・保育所・小学校・中学

校合同の避難訓練 

・近隣農家、JA の協力

による農業体験 

※2021（令和 3）年 5 月 1 日時点。特別支援学級児童生徒を含む。 



 

7 

 

 

 地区の人口減少・少子高齢化による児童生徒数の減少 

 

市内の総人口は、2010（平成 22）年をピークとして減少局面に入り、今後も減少傾向が

続くことが見込まれている。中位予測では 2030（令和 12）年には 40 万人を割り込み、2065

（令和 47）年には 311,219 人となる見込みである。 

 

 
図 2-5 富山市の総人口推計（中位） 

出所）富山市将来人口推計報告書（富山市、2020（令和 2）年 4 月）を基に作成。 

※2005（平成 17）～2020（令和 2）年は実績値（国勢調査結果）に置き換えた。 

 

 

市内の児童生徒数は 1985（昭和 60）年度の 56,059 人から 2020（令和 2）年度の 29,887

人へ、約 46.7％減少しており、2025（令和 7）年度には 28,510 人になる見込みである。 

 
図 2-6 富山市の児童生徒数の推移 

出所）富山市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針（富山市教育委員会、2020（令和 2）

年 11 月） 
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水橋地区内の人口は約 15,000 人、6～14 歳人口は 974 人（いずれも 2020（令和 2）年）、

であり、今後も減少傾向が続く見込みである。 

 

 
図 2-7 水橋地区における全年齢人口推移 

出所）富山市年齢別・地区別人口推計 

 
 

 
図 2-8 水橋地区における 6～14 歳人口推移 

出所）富山市年齢別・地区別人口推計 
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 今後の水橋地区の児童生徒数を住民基本台帳等により予測を行った。 

2021（令和 3）年度時点では 852 人だが、2025（令和 7）年度には 726 人となり、大きく

減少することが予測される。 

 

  
図 2-9 今後の水橋地区の児童生徒数の見込み 

出所）2020（令和 2）年 5 月時点における各校児童生徒数・各校区に住む子どもの数をもとに作成 

 

富山市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針（令和 2年 11 月）において

は、小学校では 12学級を下回ると、「全ての学年でクラス替えができない可能性がある」、

「クラス同士で切磋琢磨する教育活動ができない」、中学校では 9学級を下回ると、「部活動

の選択肢が少ない」、「専門教科の教員が確保できない」といった課題が生じるため、望まし

い学校規模（学級数）は小学校 12～18 学級（各学年 2～3学級）、中学校 9～18 学級（各学

年 3～6 学級）としている。 

住民ワークショップでは、市へのまちづくりや産業振興策等への意見とともに、統合校に

おいてコミュニティ活動の場の確保の提案や、統合校で育った子どもたちが、将来的に地域

の担い手として活躍することを期待する意見があった。 

 

 

 

 

 

 

 

  

【課題のまとめ】 

①児童生徒数の減により、教育の質の向上、教員配置、子どもの集団活動等に支障が生

じることが懸念され、それらの改善と部活動や学校行事の活性化のためにも一定規

模の児童生徒のまとまりが必要 

②人口減少による地域の活力及びコミュニティ活動の低下 
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 学校施設の老朽化 

 

既存校の建築年別棟別の延床面積は約 10 年以内の新しい建物（棟）があるものの、全体

としては築 30年以上の建物が約 57.2％を占める。建物ストックの保有をこのまま継続する

と、この割合は増加していくこととなる。 

建築物は一般的に 30 年を経過するとコンクリートの中性化により、構造部である躯体の

劣化が進み、壁の剥落による落下の危険性や構造耐力の低下が進む傾向がある。あわせて、

給排水や電気・防災等の設備についても劣化が進行し、教育機能に支障をきたす傾向がある。 

これらの建物の老朽化に起因する機能低下に対して、大規模な改修や建替え等を行って

いくべき時期を迎えた建物が多い。 

 

 
図 2-10 既存校の建築年別延床面積（延床面積 200 ㎡以上または２階建以上） 

出所）「令和 2 年度 公立学校等建物の棟別面積表」各校分（富山市、2020（令和 2）年） 
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【課題のまとめ】 

①建築後３０年以上経過した校舎が増加することによるコンクリートの中性化や設備

の機能低下 
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 学校教育を取り巻く環境の変化 

子どもたちを取り巻く環境は、人口減少と少子高齢化の進行、国際化、高度情報化の進展、

地球規模での環境問題の顕在化など大きく変化している。これらの変化に対応するため、Ａ

Ｉ・ＩｏＴ等の技術革新にふれることや、グローバル教育、環境教育など多様な教育活動を

展開することが求められており、学校施設の整備においてもそれらの活動を支援するため

の機能の導入を検討していく必要がある。 

(1) グローバル教育 

富山市教育振興基本計画においては、グローバル化が急速に進展する中、子どもの外国語

によるコミュニケーション能力の向上、外国語教育の充実及び国際理解の推進を図ること

としている。 

現在、市では、小・中学校の新学習指導要領の実施に伴い増加する学習時間へのスムーズ

な移行をはじめ、ＡＬＴ（Assistant Language Teacher）や国際交流推進員の配置などの取

り組みを進めているところである。 

施設整備においても、これらの活動を充実させるためのスペース確保等学校環境の改善

を検討していくことが望ましい。 

(2) 環境教育 

富山市は、2011（平成 23）年 12 月に「環境未来都市」に、2018（平成 30）年 6 月に経

済・社会・環境の分野を巡る広範な課題に統合的に取り組む「ＳＤＧｓ未来都市※」に選定

された。 

富山市教育振興基本計画においては、学校においても、ＳＤＧｓが掲げる様々な課題に関

する問題解決的な学習を進め、子どもが自ら考え、実践する力を育むことが大切であるとし

ている。 

全国的にも、環境を考慮した学校施設であるエコスクール（文部科学省）の普及促進や新

学習指導要領における環境教育の推進等が進められている。 

 
※第 4 部：資料編 P4 参照。 

 

エコスクールとは（文部科学省「環境教育に活用できる学校づくり実践事例集」より） 

１ ）施設面……子どもたち等の使用者、地域、地球に対し「やさしく造る」 

・学習空間、生活空間として健康で快適である。 

・周辺環境と調和している。 

・環境への負荷を低減させる設計・建設とする。 

２ ）運営面……建物、資源、エネルギーを「賢く・永く使う」 

・耐久性やフレキシビリティに配慮する。 

・自然エネルギーを有効活用する。 

・無駄なく、効率よく使う。 

３ ）教育面……施設、原理、仕組みを「学習に資する」 

・環境教育にも活用する。 

 

また、新たな学校の施設整備にあたっては、建物自体が環境負荷低減に配慮されたもので

あり、かつ、それらの配慮が「見える化」されることにより、環境対策の体験・学びの機会

に貢献できる仕組みなどを検討していくことが望ましい。 
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(3) ＩＣＴ化 

現在、文部科学省において、我が国の学校のＩＣＴ環境整備状況が脆弱であるという認識

のもと、これまでの教育実践にＩＣＴを加え、学習活動の一層の充実、主体的・対話的で深

い学びの視点からの授業改善を目指すため、ＧＩＧＡスクール構想が推進されている。 

 

ＧＩＧＡスクール構想 

・１人１台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、特別な

支援を必要とする子どもを含め、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、公正

に個別最適化され、資質・能力が一層確実に育成できる教育環境を実現する。 

・これまでの我が国の教育実践と最先端のベストミックスを図ることにより、教師・児

童生徒の力を最大限に引き出す。 

 

富山市教育振興基本計画においても、各学校にパソコンの利用環境を整備することによ

り、子どもの情報活用能力を育成し、主体的・対話的で深い学びを目指す、校務支援システ

ムを効果的に活用し、校務の効率化を図る等の取り組みが目標として挙げられており、今後、

ますますＩＣＴの高度化への対応の必要性が高まっていくと思われる。 

統合校においても、校内通信ネットワークの高度化などＩＣＴの学びへの活用を支援す

る対策を講じていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

(4) 地域との連携 

現在、文部科学省において、学校が地域住民等と目標やビジョンを共有し、地域と一体と

なって子供たちを育む「地域とともにある学校づくり」を進めるため、コミュニティ・スク

ール（学校運営協議会制度）を推進している。 

 

 

富山市では 2021（令和 3）年度現在、市内小学校 8校、中学校 5校の合計 13 校において

コミュニティ・スクールを導入している。コミュニティ・スクールを導入した学校における

成果としては、学校運営の改善・充実や保護者、地域住民等の理解・協力を得た風通しのよ

い学校づくりがあげられる。 

統合校においても、コミュニティ・スクールの導入を検討する。 

  

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）とは 

・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仕組み。 

・学校運営に地域の声を積極的に生かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを進

める。 

・学校運営協議会の主な役割は以下のとおり。 

 校長が作成する学校運営の基本方針を承認する。 

 学校運営に関する意見を教育委員会又は校長に述べることができる。 

 教職員の任用に関して、教育委員会規則に定める事項について、教育委員会に意

見を述べることができる。 

【課題のまとめ】 

① グローバル教育、環境教育など多様な教育活動をサポートする施設環境整備 

② ＩＣＴの高度化への継続的な対応 
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 防災・防犯 

(1) 防災 

富山市洪水ハザードマップによると水橋地区はほぼ全域にわたって、河川氾濫時の浸水

被害が想定され、その浸水深さは 0.5ｍ以上 3.0ｍ未満とされる。 

施設整備にあたっては、浸水深さが低い敷地を優先的に選定することが求められる。 

また、洪水が発生した場合に児童生徒が安全に避難できるように、建物への動線の配慮等

を慎重に検討を行っていく必要がある。 

 あわせて、災害等で地域住民の避難の際に、学校内での避難場所の確保を検討する必要が

ある。 

 
 

 地震への対策としては、子どもの安全性確保及び避難所としての機能が必要である。 

 構造強度を建築基準法上の基準以上の設定にするなど建物自体が想定される地震に対し

て堅牢であること、非構造部材や設備機器の落下・倒壊防止を徹底することにより、施設内

の安全性を確保すること、ライフラインの継続性を確保して避難拠点機能を強化する等、多

様な対策を検討していくことが望ましい。 

 

(2) 防犯 

児童生徒の防犯対策として、施設整備においても、来訪者を確認しやすく、視認性に優れ

た施設計画を行うことが望まれる。 

水橋地区は狭く入り組んだ道路が多いため、子どもの通学時の安全確保には特段の配慮

が必要と考えられる。危険箇所の把握・抽出を行い、必要に応じ、学校・地元・道路管理者・

警察等と協議の上、対策を検討することが必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 環境・経済性 

(1) 環境 

世界的に気候変動の進展や脱炭素（ゼロカーボン）の実現に向けた機運が高まっており、

本市では「コンパクトシティのネクストステージ」を見据え、持続可能なまちづくりの深化

を図るために 2021（令和 3）年 3月、「ゼロカーボンシティ」の表明を行い、同月「富山市

エネルギービジョン」（以下、ビジョンという。）を策定した。 

本ビジョン内では、省エネルギーの推進に向け、公共施設等総合管理計画に基づく施設統

廃合及び設備更新を推進するとともに、公共施設における再生可能エネルギーの活用や省

エネルギーに関する基準等を整備することとしている。 

学校施設においても、環境負荷軽減のための取組が今後より一層求められる。 

住民ワークショップにおける住民意見（令和 3年 7月実施・抜粋） 

・この地区でも水害が起きるかもしれないので、統合校や学校跡地の検討には、避難所

としての活用などの防災の視点を入れてほしい。 

・これまでは保育所に隣接する小学校が避難所だったので、歩いて避難できる安心感が

あったが、統合後は避難場所が近くにあるか不安に感じる。建物が平屋で洪水に弱い

園もあるので、必要に応じて小学校跡地に避難所機能を残してほしい。 

【課題のまとめ】 

① 地震・洪水等の災害からの児童生徒・地域住民の安全確保 

② 校舎内外の防犯・通学時の児童生徒の安全確保 
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《省エネルギーの推進における取組概要》 

 多様な省エネルギー関連技術・エネルギーリソースの普及展開： 

省エネルギー関連技術（光屈折フィルム、光ダクト等）、ＥＭＳ※1・蓄電池・燃料電池・

ＣＧＳ※2 設備をはじめとするエネルギーリソースの市域への普及展開により、建築物

の省エネルギーを推進する。 

 民間建築物におけるエネルギー利用の効率化の推進： 

建築物のエネルギー消費量収支を改善するＺＥＢ※3・ＺＥＨ※4の普及展開を図る。 

 公共施設におけるエネルギー利活用方針の検討： 

公共施設等総合管理計画に基づく施設統廃合及び設備更新を推進するとともに、公共

施設におけるエネルギー利活用方針を検討し、再生可能エネルギーの活用や省エネに

関する基準等を整備する。 

出所）富山市エネルギービジョン（富山市、2021（令和 3）年 3 月） 

※1：エネルギーマネジメントシステム。情報通信技術を活用し、家庭やオフィスビル、工場などのエネル

ギー（電気やガス等）の使用状況を常に把握・管理し、最適化するシステム。 

※2：コージェネレーションシステム。原動機等が発電する電力とその排熱による熱を同時に供給すること

ができるシステム。 

※3・※4：Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）、Net Zero Energy House（ネ

ット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の略称で、快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間

の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物を指す。 
 

(2) 経済性 

2020（令和 2）年度末時点において、建築後 30 年以上経過した本市の公共建築物は全体

の約５割となっており、施設の老朽化が顕在化しつつある。 

 

表 2-2 富山市公共建築物の面積 

2020（令和2）年度までに整備された公共建築物の総面積 1,732,001（㎡） 

旧耐震基準の施設面積 延床面積 508,796（㎡） 

【1981（昭和56）年以前の建築】 割合 29.4（％） 

建設から30年を経過した施設 延床面積 920,258（㎡） 

【1990（平成2）年以前の建築】 割合 53.1（％） 

市人口（2021（令和3）年3月末時点） 412,901（人） 

人口1人当たりの公共建築物の延床面積 4.2（㎡） 

出所）富山市公共施設等総合管理計画（富山市、2021（令和 3）年 12 月） 
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今後、これらの老朽化に対する改修・建て替え費用は増大の一途をたどり、市の財政に大

きな負担を強いることとなる。 

第２次富山市総合計画（富山市、2017（平成 29）年 3 月）において、社会の成熟化に伴

い価値観や行動様式の多様化が進んでいることや、公共施設の老朽化が進んでいることな

どから、既存施設の維持・更新だけではなく、施設の再編統合や廃止など、今後、さらなる

行財政改革を推進する必要性が指摘されている。 

 
 

図 2-11 富山市の公共建築物 建築年度別延床面積 

出所）富山市公共施設等総合管理計画（富山市、2021（令和 3）年 12 月） 

 
 

 

 

 

  

【課題のまとめ】 

① 学校施設の維持管理費や更新経費等の縮減 

② 富山市のゼロカーボンシティ実現に向けたＣＯ２削減への取組み 
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 カリキュラム 

(1) 校種間の接続 

全国的に児童生徒の問題行動の低年齢化により、子どもたちの心の問題に関する教育上

の課題の指摘がなされるようになった。例えば、学習や生活の変化になじめず、学習意欲の

低下や不登校といった問題が増加する「小１プロブレム」や「中１ギャップ」など校種間の

接続に関する課題などである。 

「小１プロブレム」への対応として新富山県教育振興基本計画（富山県、2017（平成 29）

年 4月）においては、「幼稚園、保育所、幼保連携型認定こども園、小学校の各指導者が、

５歳児修了時を目途とした『幼児期の終わりまでに育ってほしい姿』を共有化すること等に

よる、幼児教育と小学校教育の接続の強化」を掲げている。 

また、「中 1ギャップ」への対応や、児童生徒の学習意欲の向上等の学習指導上のメリッ

トを見込み、全国で小中一貫教育を行う学校が増えている。 

小中一貫教育に関する多くの知見等を踏まえ、学校や市町村においてより積極的に小中

一貫教育を推進することなどを目的に、設置者の判断に基づきカリキュラムや教育課程を

編成できる義務教育学校が、2016（平成 28）年に学校教育法において新たな学校の種類と

して規定された。 

現在、小中一貫教育を行う場合、制度としては「義務教育学校」および「小中一貫型小学

校・中学校」の二つの形態がある。いずれも小学校と中学校の「区切り」をなくし、義務教

育期間である９年間の学習をトータルで考えられる仕組みを持つ。小中一貫型小学校・中学

校では、小学校と中学校、別々に校長と教職員組織がある一方、義務教育学校では小学校と

中学校、共通の校長と教職員組織がある（教職員は小学校と中学校、両方の教員免許を保有）。 

 

表 2-3 小中一貫教育を行う学校 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 

小中一貫教育を行う

学校 

小学校 519 

中学校 305 

（計）824 

小学校 735 

中学校 420 

（計）1,155 

小学校 917 

中学校 537 

（計）1,454 

うち義務教育学校 91 121 151 

出所）学校基本調査：文部科学省 

 

 
図 2-12 義務教育学校と小中一貫型小学校・中学校の違い 

出所）小中一貫した教育課程の編成・実施に関する手引（文部科学省、2016（平成 28）年 12 月） 
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 義務教育学校の先進事例について、京都市の２校を現地視察し、その特徴・カリキュラ

ムや成果を調査した。今後得られた知見を参考に、富山市及び地域の実情に根差した義務

教育学校の設置を目指すものとする。 

 

表 2-4 先進事例の特徴・成果等 

学校名 

（所在地） 
特徴・カリキュラム 成果 課題 

京都市立 
凌風小中学校 
（京都市） 

・ 学年は 4－3－2
制。各ステージで
ギャップの解消に
注力している。 

・ 学びの作法、言語
活動充実、キャリ
ア形成支援を教育
の３本柱として、
学年を超えて語り
合い発表する場を
設定し、学びの充
実を図っている。 

・学力は開校以来上
向きである。 

・ 教職員が、クラス
の問題を担任だけ
でなく学年区切り
（ステージ）ごと
の組織で対応する
ことを意識するよ
うになった。 

・ ５～７年生が属す
る第２ステージに
おいて、50 分授業
の導入、制服着用、
部活への参加等を
行い、中１ギャッ
プが緩やかになっ
た。 

・９学年の行事・会議
等の開催に調整を
要する。 

・校長が対外的な対
応の多くを行って
いるため、負担が重
い。 

・義務教育学校の経
験がない異動して
きた教員が、学園内
の取り決めやルー
ルを習熟するのに
時間を要する。 

京都市立 
開睛小中学校 
（京都市）  

・学年は 4－3－2制。 
・入学式、卒業式のほ

か、進級式を実施。 
・建物を小中の区分

けから３ブロック
で構成するように
変更した。 

・施設一体型であり

職員室も１つのた

め、他学年の教員

同士でも連携が取

りやすい。 

・校長が１人のため、

学校運営の方向性

を定めやすい。 

・全学年が共用する
メディアセンター
などでは机・椅子の
規格が１種類であ
るなど、体格差への
配慮がしきれてい
ない。 
 

（参考） 

品川学園 
（東京都品川区） 

・ 4－5制が基本。小学

５年生以上におい

て教科担任制を実

施。 
・１人の教員が担当

教科において複数
の学年・学級を担当
するため、自らの資
質・能力向上や開か
れた学級経営が実
現。 

・ 第５、６学年を担当

する教師にチーム

として児童の指導

にあたる意識が見

られ、教師の児童理

解が深まっている。 

・学習意欲、学習への

満足度が増し、児童

が授業を楽しみに

するようになった。 

・ 児童の学力向上を

目指し、児童の実態

や教科の特性を考

慮した、より効果的

な年間指導計画を

作成することが求

められる。 
・小学校教員として

の全教科の指導力
を維持・向上させる
必要がある。 

出所）品川学園は小中一貫した教育課程の編成・実施に関する事例集より 

（文部科学省、2018（平成 30）年 1 月） 

(2) 学年区切り 

義務教育学校においては、各学校の実態に応じて、学年段階の区切りを従来の 6－3制に

限らず、4－3－2 制や 5－4 制など、柔軟に設定することができる。学年区切りを設定する

意義としては、「中１ギャップ」の緩和や、教職員の意識を単一学年だけでなく区切り全体

に向け、より幅広い視点での指導を促すこと等が挙げられる。 

 学年区切りの各パターンを整理した。  
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表 2-5 学年区切りの比較 

視点 4－3－2 制 5－4制 6－3制 

学力向上 
指導力向上 

〇：乗り入れ授業や教
科担任制を充実さ
せることができ、学
力向上や教員の指
導力向上に資する。 

〇：子どもの心身の発
達に合わせて、小・
中学校教員のこれ
までの指導スキル
を生かし、多様で個
に応じた対応が可
能となる。 

〇：乗り入れ授業や教
科担任制を充実さ
せることができ、学
力向上や教員の指
導力向上に資する。 

 

△：小学校段階と中学
校段階の区切りが
従来通りであり、校
種を超えた乗り入
れ授業の特性が生
かされにくい。 

中１ギャップの
解消 

〇：小学校段階と中学
校段階の間の移行
期間を３年間設け
ることができ、学習
指導面・生活指導面
両方におけるギャ
ップ緩和に資する。 

〇：小学校段階と中学
校段階の間の移行
期間を設けること
ができ、学習指導
面・生活指導面両方
におけるギャップ
緩和に資する。 

△：小学校段階と中学
校段階の間の移行
期間は4－3－2制よ
り短い。 

△：小学校段階と中学
校段階の区切りが
従来通りであり、解
消への効果は限定
的。 

リーダーとして
の活躍の場の機
会 

〇：リーダーシップ発 
 揮の機会が教育課
程の区切り６、９年
生に加えて４、７年
生の４回ある。 

〇：リーダーシップ発
揮の機会が教育課
程の区切り６、９年
生に加えて５年生
の３回ある。 

△：リーダーシップ発
揮の機会が２回。 

異学年交流のし
やすさ 

〇：ブロックごとの縦 
割り活動や多様な
異年齢の組み合わ
せを取り入れた活
動、学習がしやす
い。 

〇：ブロックごとの縦
割り活動や多様な
異年齢の組み合わ
せを取り入れた活
動、学習がしやす
い。 

△：９学年ごとに横断
した活動・行事の調
整等が必要となる。 

教員の連携 〇：ブロックごとの主
担当教員等の支援
による組織的課題
解決が行いやすい。 

△：経験の無い教職員
への理解促進への
対応が必要である。 

〇：ブロックごとの主
担当教員等の支援
による組織的課題
解決が行いやすい。 

〇：教職員も子どもも
これまでの経験を
生かして活動しや
すい。 

△：学年を超えた教員
間の支援に多くの
調整を要する。 

施設の活用 〇：特別教室の稼働率
が上がる。 

△：共用部において体
格の違いに多くの
配慮が必要。 

〇：特別教室の稼働率
が上がる。 

△：共用部において体
格の違いに多くの
配慮が必要。 

〇：空間構成を単純で
明快にできる。 

 
上記の比較から、統合校における学年区切りは 4－3－2制もしくは 5－4制を取り入れる

ことが望ましい。また、学年区切りのブロック数がより多い 4－3－2制を取り入れることに

より、義務教育学校のメリットをより強く活かすことが可能と考えられる。  
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3． 整備コンセプトの策定 

 整備コンセプトの策定 

統合校の整備コンセプトの策定にあたっては、「２．統合校を取り巻く現状と課題」で整

理した内容や、富山市教育大綱及び第２期富山市教育振興基本計画をもとに、地区の住民ワ

ークショップ、既存校の教職員アンケートを実施し、その意見や提案を反映させながら検討

を行った。 

 住民ワークショップでの意見の反映 

地区の住民によるワークショップを実施し、統合校にどのようなことを期待するか、また、 

義務教育学校として、地域にひとつにまとまった学校として、どのような特色を出していく

べきなのかについて議論を行った。 

 それらの中で、多かった意見、提案等を踏まえ、統合校のコンセプトへ反映を行った。 

統合校の整備コンセプトに対する主な意見とコンセプトへの反映については以下のとお

りである。 

 

表 3-1 住民ワークショップでの意見・提案とコンセプトへの反映 

住民ワークショップにおける主な意見・提案 コンセプトへの反映 

・子どもたち一人ひとりを丁寧に見て、個性を生かせる

という小規模校の良さを残しながら、大規模校の良さ

も引き出す学校運営をしてもらいたい。 

・中学の専門教科の教師が小学校高学年の授業を担当す

る、中学３年次に受験勉強に向けた特別なカリキュラ

ムを作るなど、小中一貫の特色を生かして、学習面に力

を注いだ学校になると良い。 

義務教育学校におけるきめ

細やかな教育・学力向上へ

の期待に対する意見が多

く、「子どもたちの学びが充

実した学校」としてコンセ

プトの１テーマとした。 

・子どもたちが楽しく通え、自分の可能性を見出すこと

ができると共に、親も安心して通わせられる学校にな

ってほしい。 

・ひとりひとりの個性を認められる、多様性、寛容性があ

る環境の方が大切だと思う。それぞれが興味のあるこ

とに取り組み、のびのび楽しんで学校に通ってほしい。 

楽しくのびのびと通える学

校や多様性のある環境に対

する期待に対する意見を取

りまとめ「子どもたちが快

適な学校生活を送るための

校舎整備」をテーマとした。 

・水橋地区は車社会なので、通学路の安全性の確保が大

切だと考えている。地域やＰＴＡで見守り活動を行っ

ていく必要があると思うが、負担が大きくなりすぎな

いように、行政にも道路整備やスクールバスの運行な

どに取り組んでほしい。 

・小学校低学年と中学生とでは体格が相当違うので、小

学校と中学校の行き来が簡単にできる作りになってい

ると、廊下で衝突するなど、小さな子どもたちの安全が

確保できないのではないかと心配だ。 

防犯対策や交通安全に期待

する意見が多く、「安心・安

全な学校」をテーマとした。 

・水橋の自然の豊かさや名所を知り、地域住民と触れ合

うことで、この地域の良さを感じ、愛着を深めてほし

い。そうすれば、地域に残って住み続けてくれるのでは

ないか。 

・高齢者に昔の遊びを教えてもらったり、農業、漁業関係

者に体験学習に関わってもらうなど、地域の方々の協

力を得ながら各地域の文化を伝承していきたい。それ

が、子どもたちにとっては良い思い出になり、まちづく

りにもつながる。 

地域の歴史や地域資源を活

かした特色ある学校につい

ての提案が多く、また、それ

により地域の活性化への期

待も寄せられ、「地域の特色

を生かし活性化に貢献する

学校」をテーマとした。 
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 教職員ヒアリングの反映 

質の高い教育・特色ある教育等の観点から整備コンセプトを検討するため、既存校７校の

教職員（校長・教頭）に対し、教育活動、学校活動、今後の学校施設の在り方について、ア

ンケートを行って意見を伺った。 

結果は、主にコンセプトを実現していくために統合校が備えるべき主な機能・性能につい

て反映した。 

 

表 3-2 教職員ヒアリングでの意見・提案とコンセプトへの反映 

教職員ヒアリングにおける主な意見 
統合校が備えるべき主な機能 

・性能への反映 

・ＰＣやプロジェクター、タブレットの収納ロッカ

ー、エアコンの配管等が入ってきて、教室が手狭

になっている。 

「教育の情報化に対応した設備の

充実」として反映した。 

・「図書室」や「視聴覚室」等、共同で使用するス

ペースが校舎の端に位置していて使用しにくい。 

・職員室と会議室が離れているため、来客や電話対

応などで不便。 

円滑な教育活動、学校運営がしやす

い諸室配置 

・共用棟には、中１、小６など、２学年程度が集ま

って活動できる多目的室があるとよい。 

・「凝ったつくり」よりも「諸活動に柔軟に対応で

きるつくり」を重視していただきたい。 

「学年間のまとまりを柔軟に編成

できる教室配置」として反映した。 

・体育館以外に学年集会が行える広い部屋がほし

い。 

・小学校１年生と中学校３年生では、学習内容も生

活の仕方も大きく異なるので、発達段階を考慮し

た教室配置と、複数の特別教室やフリースペー

ス、遊具等があるとよいのではないか。 

「多目的空間の配置」として反映し

た。 

・体育館内にトイレがないため、夜間開放で校舎の

トイレを使用することになり、部外者が夜間解放

時に生徒玄関等まで入り込むことができる。 

・敷地内で、死角になる箇所が多いため、防犯対策

上不安がある。 

「セキュリティ管理に配慮した施

設整備」として反映した。 
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 整備コンセプト 

以上の検討および関連計画、社会経済動向を踏まえ、以下のとおり統合校の整備コンセ

プトを定めた。 

表 3-2 整備コンセプト 

Ⅰ．子どもたちの学びが充実した学校 

整備方針 統合校が備えるべき主な機能・性能 

（1）義務教育学校として 9 年

間を見通した多様な学び・

カリキュラム展開を図れ

る環境 

（2）児童生徒数の増加による

新たな学び・体験機会の充

実 

① 学年間のまとまりを柔軟に編成できる教室配置 

② 小学校と中学校の管理機能の一体化 

③ 教育の情報化に対応した設備の充実 

④ 少人数教育、グループ学習が可能な空間の確保 

⑤ 落ち着いた環境での特別支援教育、可変性のある室

の確保 

Ⅱ．子どもたちが快適な学校生活を送るための校舎整備 

整備方針 統合校が備えるべき主な機能・性能 

（1）学年の枠を超えた多様な

交流が可能な空間の充実 

（2）スポーツ、健康・食育、環

境など多様な教育活動の

支援 

① 自然採光・自然換気 

② 暖かく明るい内装、過ごしやすい空調環境 

③ 多目的空間の配置 

④ ユニバーサルデザインの導入 

Ⅲ．安心・安全な学校 

整備方針 統合校が備えるべき主な機能・性能 

（1）地震と洪水から児童生徒・

地域の人々を守る 

（2）安心して学校生活・放課後

も過ごせる防犯対策 

（3）安全な通学路・通学手段の

確保 

① 非構造部材を含め耐震構造を有した施設整備 

② 分かりやすい避難経路、避難しやすい施設配置 

③ セキュリティ管理に配慮した施設整備 

④ 歩行動線と車の動線を分離する配置 

⑤ スクールバスの乗降可能な駐車場配置 

⑥ 避難所として機能するための設備及び施設配置 

Ⅳ．地域の特色を生かし活性化に貢献する学校  

整備方針 統合校が備えるべき主な機能・性能 

（1）地域の産業・文化・スポー

ツなど歴史文化の継承 

（2）地域の資源を活かした教

育活動の確保 

（3）各学校の特色のある活動

の継承 

① 水橋の歴史・魅力の学習、地域産業の体験 

② 体育館・校庭・多目的ホールなど地域の方々が訪れ

ることのできるスペースの確保 

③ 既存校の歴史展示スペースの設置 

④ 地区の活動を紹介するスペース 

Ⅴ．環境にやさしく経済性に優れる学校 

整備方針 統合校が備えるべき主な機能・性能 

（1）維持管理費用の縮減 

（2）ゼロカーボンシティを目

指す施設整備 

 

① 自然採光・自然換気・雨水利用による維持管理費の

縮減 

② 自然エネルギーの活用 

（例：太陽光発電システム・太陽熱利用） 
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4． 施設計画 

 計画予定地の概要 

整備予定地は県立水橋高等学校の移転後跡地とする。敷地は、あいの風とやま鉄道水橋駅

から徒歩約 10分の位置にあり、約 5.2ha と広大な敷地を有する。 

周辺には農地が広がっており、静かな学習環境が期待できる。 

 
図 4-1 水橋高等学校敷地 

出所）富山市発行地形図（2018（平成 30）年作成） 

 
図 4-2 水橋高等学校敷地 

出所）富山市撮影航空写真（2020（令和 2）年撮影） 

表 4-1 計画予定地の状況 

敷地の状況 

所在地 富山市水橋中村 24 
敷地面積 約 5.2ha（敷地面積約 2.2ha、屋外運動場約 3.0ha） 
区域区分 市街化調整区域 
建物の状況 

建物面積 約 13,500 ㎡（校舎 約 8,700 ㎡、屋内運動場 約 4,800 ㎡） 
建物の状況 1981（昭和 56）年 12 月に着工。1983（昭和 58）年 4月に開校式。 

以降、相山記念館、校舎、第２体育館などの増築を経て、現在に至る。 
当該地周辺の地層は支持地盤が深い位置にあることから、建設時に多

数の支持杭が用いられている。 
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 学校規模の整理 

施設計画を作成するにあたり、開校時の学校規模について整理を行った。 

 児童生徒数・普通学級数 

2021（令和 3）年 3月、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法

律が改正され、2021（令和 3）年度から 2025（令和 7）年度にかけて、小学校（義務教育学

校の前期課程含む）の学級編制の標準が現行の 40 人から 35 人に引き下げられることにな

った。この改正を踏まえ、統合校においては、１～６年生（以下「前期課程」という。）の

学級人数は 35人以下、７～９年生（以下「後期課程」という。）の学級人数は 40人以下と

する。 

最短での開校年である 2026（令和 8）年度における水橋地区内の児童生徒数は、前期課程

445 人、後期課程 265 人と想定する。また、１学級あたりの人数を前期課程 35 人、後期課

程 40人と想定すると、学校規模は、小学校 16 学級、中学校 8学級となる。 

2027（令和 9）年度以降、児童生徒数は減少が予想されるが、学校規模は 2026（令和 8）

年時点での児童生徒数で設定する。 

 

表 4-3 統合校における児童生徒数推計 

 令和 8 年 令和 9 年 令和 10 年 令和 11 年 令和 12 年 

 
児童 

生徒数 
学級数 

児童 

生徒数 
学級数 

児童 

生徒数 
学級数 

児童 

生徒数 
学級数 

児童 

生徒数 
学級数 

1 年生 65 2 62 2 59 2 56 2 53 2 

2 年生 62 2 55 2 53 2 50 2 48 2 

3 年生 76 3 73 3 70 2 66 2 63 2 

4 年生 83 3 67 2 64 2 61 2 58 2 

5 年生 87 3 102 3 98 3 93 3 89 3 

6 年生 72 3 82 3 79 3 75 3 71 3 

前期 

課程計 
445 16 441 15 423 14 401 14 382 14 

7 年生 86 3 72 2 69 2 66 2 63 2 

8 年生 77 2 85 3 81 3 77 2 73 2 

9 年生 102 3 90 3 85 3 81 3 78 2 

後期 

課程計 
265 8 247 8 235 8 224 7 214 6 

合計 710 24 688 23 658 22 625 21 596 20 

特別 

支援 
15～20 2～3 15～20 2～3 15～20 2～3 15～20 2～3 15～20 2～3 

※コーホート変化率法（5 か年）にて推計 
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また、2027（令和 9）年以降の児童生徒数は以下のように推計される。 

 

 
図 4-3 統合校における児童生徒数の推計 

 

※コーホート変化率法（5 か年）にて推計 

 導入機能別の規模のイメージ 

学校規模の試算にあたり、以下のとおり前提条件を定めた。 

(1) 普通教室 

前期課程６学年、後期課程３学年でそれぞれ同じ規格の教室を導入する。前期課程（下図

小学校）は 35人、後期課程（下図中学校）は 40人が一定の間隔で机を並べて着席すること

が可能で、教室前部には教卓と教員机、後部にはロッカー等の校具を配置できるスペースを

確保する。 

普通教室１室あたりの面積は、小学校 72㎡、中学校 72㎡とする。以下この面積を設計の

基本単位として「コマ」と表現する。 

開校時は小学校に 16 教室、中学校に 8教室を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 4-4 教室のモデルプラン  



 

25 

 

(2) 特別支援教室 

開校時は前期課程に 3教室、後期課程に 2教室とし、１室あたりの面積は 64 ㎡とする。 

(3) 多目的教室等 

前期課程に 2 教室、後期課程に 2 教室確保する。面積は 72 ㎡を 2 室、36 ㎡を 2 室とす

る。多目的な利用を基本とするが、新たに求められる教育機能や特別支援学級の不足など、

将来必要となる用途に対応できる室として整備を行う。 

そのほか、少人数教室、通級指導教室、教材室を確保する。 

 

表 4-4 普通教室等の室数と面積 

室 名 

前期課程 前期・後期共用 後期課程 
合計 

 室数 
面積 

（㎡） 
室数 

面積

（㎡） 
室数 

面積

（㎡） 

普通教室 16 1,152 － － 8 576 1,728 

特別支援教室 3 192 － － 2 128 320 

学年室 3 324 － － － － 324 

多目的室１ 1 72 － － 1 72 144 

多目的室２ 1 36 － － 1 36 72 

少人数教室 2 72 － － 2 72 144 

通級指導教室 1 36 － － 1 36 72 

教材室 6 192 － － 3 96 288 

普通教室等 計 33 2,076 － － 18 1,016 3,092 

(4) 特別教室 

特別教室として導入する機能と規模は以下のとおりとする。面積は教室ごとに 2 コマと

し、うち 1.5 コマは教室、0.5 コマは準備室とする。 

 

 

表 4-5 特別教室の室数と面積 

室 名 

前期課程 前期・後期共用 後期課程 
合計 

 室数 
面積 

（㎡） 
室数 

面積

（㎡） 
室数 

面積

（㎡） 

理科教室 － － 3 324 － － 324 

理科準備室 － － 3 108 － － 108 

音楽教室 1 96 － － 1 96 192 

音楽準備室 1 64 － － 1 64 128 

美術室 － － － － 1 108 108 

美術準備室 － － － － 1 36 36 

図画工作教室 1 108 － － － － 108 

図画工作準備室 1 36 － － － － 36 

技術教室 0 0 － － 1 144 144 
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室 名 

前期課程 前期・後期共用 後期課程 
合計 

 室数 
面積 

（㎡） 
室数 

面積 

（㎡） 
室数 

面積 

（㎡） 

技術準備室 － － － － 1 36 36 

調理・被服室 1 96 － － 1 96 192 

調理・被服準備室 1 36 － － 1 36 72 

図書室 － － 1 360 － － 360 

コンピュータ室 － － 1 108 － － 108 

コンピュータ準備室 － － 1 36 － － 36 

生活科室 2 144 － － － － 144 

外国語教室 － － 1 108 － － 108 

特別教室 計 8 580 10 1,044 8 616 2,240 

(5) 管理諸室 

管理教室として導入する機能と規模は以下のとおりとする。面積は各室ごとに普通教室

のコマ単位で検討を行った。給食室は、センター方式のため整備は行わない。 

 

 

表 4-6 管理諸室の室数と面積 

室 名 

前期課程 前期・後期共用 後期課程 
合計 

 室数 
面積 

（㎡） 
室数 

面積 

（㎡） 
室数 

面積 

（㎡） 

校長室・応接室 － － 1 44 － － 44 

職員室 － － 1 288 － － 288 

事務室（受付含む） － － 1 32 － － 32 

会議室 － － 1 180 － － 180 

印刷室 － － 1 36 － － 36 

金庫室 － － 1 36 － － 36 

給湯室 － － 1 8 － － 8 

休憩コーナー － － 1 24 － － 24 

書庫 － － 1 32 － － 32 

雑庫 － － 1 36 － － 36 

保健室 － － 1 108 － － 108 

保健相談室 1 9 － － 1 9 18 

保健収納庫 1 6 － － 1 6 12 

放送室 － － 1 14 － － 14 

和室 － － 1 32 － － 32 

相談室 2 36 － － 4 72 108 

生徒会室 － － 1 36 － － 36 
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室 名 

前期課程 前期・後期共用 後期課程 
合計 

 室数 
面積 

（㎡） 
室数 

面積 

（㎡） 
室数 

面積 

（㎡） 

来賓玄関 － － 1 6 － － 6 

職員玄関 － － 1 28 － － 28 

昇降口 － － 1 185 － － 185 

職員更衣室 － － 1 72 － － 72 

特別教室用トイレ － － 5 160 － － 160 

配膳室１ － － 1 160 － － 160 

ワゴンプール － － 3 60 － － 60 

手洗いスペース － － 9 72 － － 72 

トイレ － － 9 360 － － 360 

グラウンド通用口 － － 1 20 － － 20 

受付 － － 1 5 － － 5 

用務員室 － － 1 40 － － 40 

ランチルーム － － 1 288 － － 288 

職員来賓トイレ － － 1 36 － － 36 

多目的トイレ － － 1 4 － － 4 

ごみ保管庫 － － 1 72 － － 72 

管理諸室 計 4 51 52 2,474 6 87 2,612 

(6) 体育関連諸室 

前期課程・後期課程それぞれにアリーナ、加えて柔剣道場を確保する。避難場所としての

機能確保のため、後期課程のアリーナは 2階とする。 

 

表 4-7 体育関連諸室の室数と面積 

室 名 室数 
単位面積

（㎡） 

総面積 

（㎡） 

前期課程 アリーナ 1 850 850 

ステージ 1 100 100 

控室 1 25 25 

器具庫 2 70 140 

トイレ 1 30 30 

多目的トイレ 1 5 5 

更衣室 1 50 50 

共用部 1 140 140 

計 9 － 1,340 
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室 名 室数 
単位面積

（㎡） 

総面積 

（㎡） 

後期課程 アリーナ 1 1,276 1,276 

器具庫 6 22 132 

雑庫 1 20 20 

管理室 1 8 8 

会議室（ＰＴＡ利用等） 1 40 40 

トイレ 1 30 30 

多目的トイレ 1 4 4 

更衣シャワー室 1 25 25 

部室 8 12 96 

体育館・柔剣道場共用部 1 292 292 

ピロティ 1 500 500 

計 23 － 2,423 

柔剣道場 柔剣道場 1 350 350 

更衣室 1 84 84 

器具庫 1 16 16 

計 3 － 450 

 

(7) 整備想定面積 

以上の必要諸室に加え、廊下・設備室等の間接面積を想定のうえ加算し、整備面積をまと

めると、下表のとおりとなる。 

 

表 4-8 整備面積まとめ 

室分類 面積（㎡） 

校舎 

普通教室等  3,092 

特別教室  2,240 

管理諸室  2,612 

共用部  2,940 

 

 

体育施設 

小学校体育館  1,340 

中学校体育館（ピロティ 500 ㎡を想定）  2,423 

柔剣道場    450 

屋外プール、付属室    475 

合計 15,572 
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 施設配置計画・ゾーニング計画 

 施設配置の基本方針 

施設配置は以下の事項を基本的な方針として検討を行う。 

 

・ 前期課程と後期課程は一体の建物として整備する。 

・ 可能な限り南側に教室を設け、採光と通風を確保する。 

・ 敷地全体の視認性の確保、歩車を明確に分離する。 

・ 校舎整備、既存建物の解体及び杭などの構造計画において、工期やコストに配慮

する。 

・ 管理諸室・普通教室・特別教室のまとまりを確保する。 

・ 子どもの体格の違いに配慮した動線に配慮する。 

・ 通学がしやすい位置から敷地にアプローチできるようにする。 

・ 敷地全体のバランスや維持管理の方法およびセキュリティ対策を考慮する。 

・ 児童生徒の登下校、車両動線、地域住民のアクセスや動線の混乱を回避する。 

・ 運動・競技スペースや広場空間を考慮し、屋外運動場が狭くならないように配慮

する。 

 平面計画 

(1) ゾーニング・諸室配置計画 

義務教育学校の特性を発揮できるように、また児童生徒・教職員が快適で使いやすく、

安全なゾーニング・諸室配置とする。 

 

・義務教育学校におけるカリキュラムを効果的に展開できるように、学年および複数学年

の校舎内でのまとまりを考慮した教室配置とする。 

・児童生徒の体格に合わせ、低学年を低層階に配置する。 

・多目的スペースやランチルームなどは、多様な用途で活用できるように、校舎内の適切

な位置に配置する。 

・管理諸室は原則小中一体とするが、業務の違いに配慮し、先生同士のミーティングがで

きるスペース等を配置することを検討する。 

・体育館、柔剣道場は校舎から雨に濡れることなく到達できること、地域住民が利用する

動線を確保する。 

・図書館については、既存校の蔵書を活用することにより内容を充実させ、地元への解 

放も視野に入れた活用方法及び配置を検討する。 

(2) フレキシブルな空間計画 

将来的に児童生徒数の減少が見込まれることから、空き教室等の用途転用がしやすい

ように間仕切り変更が可能な校舎とすることや、用途変更に伴う法令への対応がしやす

いように転用可能性のあるエリアを想定してゾーニングに工夫を行う等、長期的に建物

を活用できるような空間の可変性に対応した設計を行う。その際、幼児教育及び幼保小中

の連携も視野に入れ検討する。 

(3) 動線計画・セキュリティ計画 

初めて学校を訪れる人にとって、目的とする施設の場所が容易に理解でき、分かりやす

いゾーニング・諸室配置とする。また、校舎内の人の動静・気配がわかりやすく死角の少

ないゾーニング・諸室配置とする。 

 

・前期課程の低学年の児童と後期課程の生徒では体格が大きく異なるので、動線の交錯を
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避ける。また、階段の蹴上の高さなど、体格を配慮した寸法計画とする。 

・ホールなどを介してできるだけ校舎内に一体感のある空間構成とする。やむを得ず死角

が発生する場合はカメラ等設備機器の導入を検討する。 

・学校運営時や地域開放時などに学校側が管理しやすく、明確なセキュリティ計画とす

る。 

(4) ユニバーサルデザイン 

利用者が施設を不自由なく安心して利用できるように、段差の解消をはじめ円滑な移

動に配慮する。また、サインなどに配慮を行い認知が容易であるものとする。 

(5) 諸室計画 

1）普通教室等 

・採光、通風などに配慮した居心地の良い空間とする。 

・学習の場であると同時に、生活の場となるよう、児童生徒の居場所づくりに配慮する。 

・多目的教室等は多様な使い方を想定し、しつらえや学具の配置を工夫する。 

 

2）特別教室 

・採光、通風などに配慮した居心地の良い空間とする。 

・多様な学習形態への対応を考慮して計画する。観察、実験、実習等の際に必要な器具、 

情報機器等を効果的に活用できるよう施設環境を整備する。 

 

3）管理諸室 

・採光、通風などに配慮した空間とする。 

・教職員の業務が効率的に行えるように、机・家具配置のレイアウトの工夫を行う。 

・室内のＩＣＴ環境を充実させる。 

 

4）体育関連諸室 

・災害時には体育館等が避難所として有効に機能するよう検討する。 
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 構造計画 

構造は鉄筋コンクリート造を始め、鉄骨コンクリート造、プレキャストコンクリート造等

多様な方式を検討し、経済性、工期、耐火性、防音性等それぞれの構造方式の利点を勘案の

上、決定する。 

地震時や暴風雨時等は、避難の妨げにならないよう天井材、屋根材、壁材及び建具等の落

下や脱落がないよう配慮した計画とする。 

積雪対策として、庇の設置または、屋根構造への配慮等の落雪対策を施す。 

 設備計画 

日常の維持管理を容易にするための対策及び将来の配管などの更新工事の負担を軽減す

るための対策を施す。 

 電気設備 

照明器具は、ＬＥＤ照明や人感センサーの採用を行うなど省エネルギーの徹底を検討す

る。各室における照明の一括管理、電球等の取り替えや清掃が容易にできるような工夫、自

動点灯及び時間消灯などメンテナンス性と省エネルギーに優れた計画とする。 

受変電設備、動力設備、幹線設備は、エネルギー効率の高い機器を採用するとともに、配

線等にエコケーブルを導入する。 

太陽光発電システム・太陽熱利用等再生可能エネルギーの利用を検討する。 

 防犯・防災設備等 

緊急時において、各諸室から職員室に即座に連絡がとれるよう通信システムを構築する。 

敷地・建物の各出入り口に、防犯カメラ等を設置し、職員室にて確認できるよう、必要な

設備機器の設置や配管配線工事を行う。 

エレベーター、多目的トイレ等に非常通報ボタンを設置し、異常があった場合、光と音等

により知らせる設備として表示盤を職員室内に設置する。 

  空調設備 

職員室、管理諸室、普通教室、特別教室等にエアコンを設置することを検討する。空調設

備は高効率でメンテナンスのしやすいものを導入する。 

 給排水・衛生設備 

配管や衛生器具など、長寿命の素材のものを使用してメンテナンスコストの縮減を目指

す。 

手洗い場は、各階に児童・生徒数に見合った数を設け、給食時の一斉手洗い時等に不足が

生じない計画とする。 

トイレは、衛生的で快適な空間とするために、仕上げ材の選定や換気設備に工夫を凝らす。 
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 安全計画 

児童生徒及び地域の安全性を確保するため、以下について特段の配慮を行う。 

 平時の安全の確保 

窓・ベランダからの落下など、あらゆる児童生徒の使い方を想定し、安全性を確保する。 

 災害時等の施設安全性の確保 

地震等の自然災害発生時や非常時において安全性の高い施設とし、火災時の避難安全対

策や浸水対策、強風対策、落雪対策および落雷対策に留意する。 

また、体育館等は地域住民の避難に備えた配置・動線、設備を確保する。 

 保安警備の充実 

日中の不審者対策や夜間等における不法侵入を防止する等、施設の保安管理を徹底する。 

 

 

 環境計画 

  地域景観との調和 

「富山市景観まちづくり条例」に基づき、周辺との調和を図りつつ、地域から親しまれる

デザインとする。外構や施設全体は、調和と統一感のあるデザインを行い、まとまりのある

空間構成とする。 

 

 環境保全・環境負荷低減 

地球温暖化防止の観点から、富山市ＳＤＧｓ未来都市計画、富山市エネルギービジョン等

の施策を反映し、環境負荷の少ない設備や二酸化炭素の吸収源等の導入を検討するととも

に、エネルギーの供給には、省エネルギー性、環境保全性、経済性に配慮したシステムを採

用するほか、ヒートアイランド現象抑制の対策を講じる。 

また、四季を感じる緑化に努め、花壇や菜園等の充実を図り、豊かな屋外教育環境を有す

る施設とする。 

 

 地域との共存 

竣工後、長期にわたり地域と共存する施設として地域の環境や景観及び文化との調和を図

るデザインとする。また、地域の特徴のあるデザイン要素を取り入れる。 

 親しみがわく学校 

あたたかみがあり、地域の人や児童生徒に愛され、親しみがわく学校のデザインとする。 

 環境負荷低減 

自然採光や自然換気及び庇による日射の遮蔽など機械設備への依存度を低減する。 
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1． 関連計画 

 関連計画の概要 

  第２次富山市総合計画 

富山市のまちづくりにおける長期的かつ基本的な方向を示し、目指すべき都市の将来像

について、市民と行政が協働で取り組む目標を定め、その目標実現のための指針として位置

付けられている。 

急速に進む少子高齢化や人口減少社会にある中で、安心して子育てができ、また、いくつ

になっても、生き生きと自立して暮らせる地域社会を目指すとともに、豊かな自然と高度な

都市機能を併せ持つ富山市を将来市民に引き継いでいくため、今後 10年間の本市のまちづ

くりの方向性を定めるものである。 
 

《施策の大綱》 

Ⅰ．すべての人が輝き安心して暮らせるまち【人材・暮らし】 

Ⅱ．安心・安全で持続性のある魅力的なまち【都市・環境】 

Ⅲ．人が集い活気にあふれ希望に満ちたまち【活力･交流】 

IV. 共生社会を実現し誇りを大切にする協働のまち【協働・連携】 

出所）第２次富山市総合計画（富山市、2017（平成 29）年 3 月） 
 
学校教育の施策については以下のとおり方向性が定められている。 
 

《学校教育の施策の方向性》 

① 学校教育環境の整備 

② 自主性・創造性を備えた子どもの育成 

③ 安心・安全な学校づくり 

④ 心身の健康づくりの推進 

出所）第２次富山市総合計画（富山市、2017（平成 29）年 3 月） 

 富山市教育大綱 

富山市の教育の振興に関する総合的な施策の「基本的な方針」となるものである。策定に

あたっては国の第３期教育振興基本計画を参酌しており、「富山市総合計画」の分野別計画と

位置づけている後述の「富山市教育振興基本計画」との整合性、連動性を図り策定している。 

現在の大綱の対象とする期間は、2019（平成 31）年度より概ね５年間、つまり2023（令和

5）年度頃までである。 
 

《教育目標》 

自立と公共の精神を重んじて教育の高揚を図り、新たな時代を拓く心豊かな市民を育む 

１ 志をかかげ、知性をみがき、実践力を高める 

２ 我が国と郷土を愛し、自然に学び、芸術・文化に親しむ豊かな情操を養う 

３ 健やかでたくましい心と体を備える 

 
《基本的な方向及び基本施策》 

１ 公共の精神を重んじ、自主性・創造性を備えた子どもの育成 

２ 次代を担う子どもたちを育む、安心・安全で質の高い学校教育環境の整備 

３ 学校・家庭・地域で取り組む子どもの成長支援 

４ 市民による生涯を通じた教育の充実と文化遺産等の保全・活用 

出所）富山市教育大綱（富山市、2019（平成 31）年 2 月）  
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 第２期富山市教育振興基本計画 

富山市の教育行政を推進することで、本市教育のさらなる質の向上等を目指し策定され

た計画である。概ね 10年先を見通して、本市が目指す教育の基本的な方向や基本施策を明

確に示し、それらを確実に実現するために、2019（平成 31）年度～2023（令和 5）年度の５

年間に必要な施策や取組みを体系的に整理している。 

 

 
図 1-1 各計画の位置づけ 

出所）第２期富山市教育振興基本計画（富山市、2019（平成 31）年 2 月） 

 
 

《基本的な方向とその目標》 

１ 公共の精神を重んじ、自主性・創造性を備えた子どもの育成： 

  子どもたちが自ら課題を見つけ、よりよく問題を解決する資質や能力、自らを律

しつつ他人を思いやる心や感動する心などの豊かな人間性、たくましく生きるた

めの健康や体力などを育み、社会で活きる実践力を高める教育が行われているこ

と 

２ 次代を担う子どもたちを育む、安心・安全で質の高い学校教育環境の整備： 

  子どもたちが、安心・安全で質の高い教育環境のもとで教育を受けられているこ    

  と 

３ 学校・家庭・地域で取り組む子どもの成長支援： 

  子どもたちが、学校・家庭・地域の連携・協力のもと、基本的な生活習慣や社会

性を身に付け、豊かな人間性を育んでいること 

４ 市民による生涯を通じた教育の充実と文化遺産等の保全・活用： 

  刻々と変化する社会に対応していくために、必要な知識やスキルを、市民が生涯 

を通じて、身に付けていけること 

  市民全体が、ふるさとの自然、歴史、文化等について学び、豊かな情操が養われ

ていること 

出所）第２期富山市教育振興基本計画（富山市、2019（平成 31）年 2 月） 
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 富山市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針 

富山市通学区域審議会の答申を踏まえ、市立小・中学校の適正規模・適正配置に関し、望

ましい学校規模や適正化を進める上で考慮すべきことなど、本市の基本的な考え方を定め

た。 

《基本施策》 

１ 望ましい学校規模（学級数・学級人数） 

２ 望ましい通学距離と通学時間 

３ 学校規模の適正化に向けた基準と手法 

４ 適正化を進める上で考慮すべきこと 

出所）富山市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針（富山市教育委員会、2020（令和 2）

年 11 月） 

 
児童生徒が集団の中で多様な考えに触れたり切磋琢磨したりするため、また中学校にお

いては免許外指導をなくし、全ての授業で教科担任による学習指導を行ったりするために

は、一定の学校規模を確保することが望ましいとされている。国の定める「公立小学校・中

学校の適正規模・適正 配置等に関する手引」（2015（平成 27）年 1 月）や、富山県学級編

制基準を踏まえ、本市における望ましい学校規模（学級数）は小学校で 12～18学級（各学

年 2～3 学級）、中学校で 9～18 学級（各学年 3～6学級）、望ましい学校規模（学級人数）は

１学級あたり少なくとも 21 人以上と定められている。 

 

適正化を進める上で考慮すべきこととして、通学距離や通学時間が長くなった場合のス

クールバス等の適切な通学手段の検討や、新たな統合校設置にあたっては既存学校の有効

活用の検討、従前の小・中学校だけではなく小中一貫校や義務教育学校の設置の検討などが

掲げられている。 

 

《適正化を進める上で考慮すべきこと》 

１．環境変化に対する配慮 

２．通学の安全確保 

３．保護者や地域の理解と協力 

４．既存施設の活用 

５．多様な教育方法の検討 

出所）富山市立小・中学校の適正規模・適正配置に関する基本方針（富山市教育委員会、2020（令和 2）

年 11 月） 
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 第２次富山市ＳＤＧｓ未来都市計画 

内閣府ではＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）の達成に

ついて、優れた取り組みを提案する自治体「ＳＤＧｓ未来都市」および特に先導的な取組の

10 事業「自治体ＳＤＧｓモデル事業」の選定を行っている。本計画は、2018（平成 30）年

6 月、これら両方に本市が選定されたことを受けて策定された「富山市ＳＤＧｓ未来都市計

画」が 2020（令和 2）年度末に計画期間満了を迎えることから、新たに策定されたものであ

る。計画期間は 2021（令和 3）年度から 2025（令和 7）年度である。 

 

《今後取り組むべき視点・課題》 

１．都市のかたち： 

公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくり、多様な公共交通網の整

備、拠点ごとの都市機能集積 

２．市民生活：  

地域包括ケアの推進、地域共生社会の推進、メンタルヘルスの向上と質の高いライ

フ・ワークスタイルの構築 

３．エネルギー：  

化石燃料依存からの脱却と脱炭素社会の実現、再生可能エネルギーの導入拡大・活用

推進と都市レジリエンスの向上 

４．産業：  

イノベーション創出に向けた基盤整備、医薬品関連産業の集積、農林水産業の活性化 

５．都市・地域：  

包括的なつながりの再構築、地域におけるステークホルダーの連携強化、社会情勢の

変化に対応した学校教育の推進 

出所）第２次富山市ＳＤＧｓ未来都市計画（富山市、2021（令和 3）年 3 月） 

 

 

《自治体 ＳＤＧｓの推進に資する取組》 

１ 都市のかたち：公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトなまちづくりの実現 

地域生活拠点とのネットワーク機能を高める「コンパクトシティ」 

２ 市民生活：ヘルシー＆交流シティの形成と質の高いライフ・ワークスタイルの確立 

地域が一体となり健康・子育て・教育環境を充実させる「ヘルシー＆交流シティ」へ 

３ エネルギー：セーフ＆環境スマートシティと自立分散型エネルギーシステムの構築 

脱炭素化とレジリエンスの融合による「セーフ＆環境スマートシティ」へ 

４ 産業：産業活力の向上による技術・社会イノベーションの創造 

市内企業の産業競争力の強化と新技術の活用等による「技術・社会イノベーション創

造都市」へ 

５ 都市・地域：多様なステークホルダーとの連携による都市ブランド力の向上 

官民連携・未来共創・ダイバーシティ＆インクルージョン・国際展開による都市ブラ 

ンド力の高い「選ばれる都市」へ 

出所）第２次富山市ＳＤＧｓ未来都市計画（富山市、2021（令和 3）年 3 月） 
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《2030 年のあるべき姿》 

〈 ３つの価値 〉 

 

経済価値： 

市内企業の産業競争力の強化や新技術の活用等により、持続可能な付加価値を創造 

し続けるまちが実現している。 

社会価値： 

 健康・医療、子育て・教育環境の充実等により、一人ひとりが個性を発揮し、活力あ 

るまちが実現している。 

環境価値： 

 脱炭素イノベーション・再生可能エネルギーの有効活用等により、地域循環共生圏を 

構築し、雄大な自然と調和した、誰もが暮らしたいまちが実現している。 

出所）第２次富山市ＳＤＧｓ未来都市計画（富山市、2021（令和 3）年 3 月） 

 

 
図 1-2 富山市の目指す都市創造のスパイラルアップ 

出所）第２次富山市ＳＤＧｓ未来都市計画（富山市、2021（令和 3）年 3 月） 
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 富山市エネルギービジョン 

本市における脱炭素化・ローカルＳＤＧｓ（地域循環共生圏）の実現に向け、エネルギー

の地産地消を促進する再エネ／省エネビジネスの活性化を図るとともに。多様なステーク

ホルダーの連携により、本市の環境施策の更なる強化を図り、「コンパクトシティのネクス

トステージ」として、持続可能なまちづくりの深化に資する、ゼロカーボンシティの実現に

向けた包括的エネルギー政策を推進するビジョンを策定する。 

計画期間は 2050（令和 32）年を見据え、2021（令和 3）年度から 2030（令和 12）年度の

10 年間とし、第２次ＳＤＧｓ未来都市計画の改定時期等を勘案して、計画期間中に見直し

を行うこととしている。 

 
図 1-3 本市の脱炭素化・ＳＤＧｓ構想（地域循環共生圏） 

 

《本ビジョンにおける施策体系》 

１ 再生可能エネルギーの導入拡大・活用推進 

２ 省エネルギーの推進 

３ エネルギービジネスの活性化 

４ 多様なステークホルダーとの協働による事業推進 

出所）富山市エネルギービジョン（富山市、2021（令和 3）年 3 月） 

 
省エネルギー推進に向け、公共施設等総合管理計画に基づく施設統廃合及び設備更新を

推進するとともに、公共施設における再生可能エネルギーの活用や省エネに関する基準等

を整備するとしている。 
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《省エネルギーの推進における取組概要》 

 多様な省エネルギ―関連技術・エネルギーリソースの普及展開： 

省エネルギー関連技術（光屈折フィルム、光ダクト等）、ＥＭＳ・蓄電池・燃料電

池・ＣＧＳ設備をはじめとするエネルギーリソースの市域への普及展開により、建築

物の省エネルギーを推進する。 

 民間建築物におけるエネルギー利用の効率化の推進： 

建築物のエネルギー消費量収支を改善するＺＥＢ・ＺＥＨの普及展開を図る。 

 公共施設におけるエネルギー利活用方針の検討： 

公共施設等総合管理計画に基づく施設統廃合及び設備更新を推進するとともに、公共

施設におけるエネルギー利活用方針を検討し、再生可能エネルギーの活用や省エネに

関する基準等を整備する。 

出所）富山市エネルギービジョン（富山市、2021（令和 3）年 3 月） 

 

 第３期教育振興基本計画 

第２期教育振興基本計画において掲げられている「自立」、「協働」、「創造」の３つの方向

性を実現するための生涯学習社会の構築を目指すという理念を引き継ぎつつ，2030（令和 12）

年以降の社会の変化を見据えた教育政策の在り方を示す計画である。 

併せて、各種教育施策の効果の分析・検証に基づき、より効果的・効率的な教育施策の立

案につなげ、広く国民の間で教育施策の効果や必要性に対する理解を共有し、社会全体で教

育改革を進めるための方策について示している。 

 

《今後の教育政策に関する基本的な方針》 

１ 夢と志を持ち，可能性に挑戦するために必要となる力を育成する 

２ 社会の持続的な発展を牽引するための多様な力を育成する 

３ 生涯学び，活躍できる環境を整える 

４ 誰もが社会の担い手となるための学びのセーフティネットを構築する 

５ 教育政策推進のための基盤を整備する 
出所）第３期教育振興基本計画（文部科学省、2018（平成 30）年 6 月） 

 

  元気とやま創造計画 －とやま新時代へ 新たな挑戦－ 

県の目指すべき方向性と取り組む施策を県民に明確にお示しする県政運営の新たな中長

期的指針として策定された計画である。「活力とやま（30 政策）」、「未来とやま（28 政策）」、

「安心とやま（27政策）」を基本政策とし、重要政策として、「人づくり（15政策）」を掲げ

ている。 

 
《重点戦略》 

１ とやまの価値創造戦略～「大ゴールデン回廊」の拠点を目指して～  

２ とやまのグローバルブランド推進戦略  

３ 人口減少社会にしなやかに対応する人と地域の活性化戦略  

４ 災害に強く、環境にやさしい持続可能な県づくり戦略  

５ 健康・元気で安心な共生社会づくり戦略 

出所）元気とやま創造計画（富山県、2018（平成 30）年 3月） 

 



 

資-8 

 

  第２期富山県教育大綱 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（1956（昭和 31）年法律第 162 号）第１条の

３第１項の規定に基づき、富山県の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の基本

的な方針を定めたものである。 

2016（平成 28）年度策定の第１期大綱において掲げた基本理念及び９つの基本方針を引

き継ぎつつ、2021（令和 3）年策定の第２期大綱においては新たに取り組むべき３つの横断

的な取組みや 10 の重要テーマを掲げている。 

 

《基本方針》 

１ 学校、家庭、地域で取り組む子どもの成長支援 

２ 子どもの可能性を引き出し、才能や個性を伸ばす教育の推進 

３ 子どもの健やかな成長を支え元気を創造する教育の推進 

４ 社会の変化と多様なニーズに対応した高校や大学等の教育環境の充実 

５ 生涯を通した学びの推進 

６ ふるさとを学び楽しむ環境づくり 

７ 次世代を担う子どもの文化活動の推進 

８ スポーツに親しむ環境づくりの推進 

９ 教育を通した「ふるさと富山」の創生 

出所）第２期富山県教育大綱（富山県、2021（令和 3）年 3 月） 

 

《９つの基本方針を貫く３つの横断的取組み》 

○ 技術革新やグローバル化など社会の変化に対応できるよう  

 「課題解決型の教育」の展開  

○ 社会全体のＤＸ加速に応じた教育環境のデジタル化による  

 「ＩＣＴ教育」の推進  

○ 地域社会とつながる、教え合い学び合う協働的な学び  

 「チーム富山教育」の実現 

《重要テーマ》 

○ プロジェクト学習（ＰＢＬ）の推進  

○ ＩＣＴを活用した教育の推進  

○ キャリア教育の推進  

○ 働き方改革の推進  

○ 不登校児童生徒の教育機会の確保  

○ 少人数教育の推進  

○ 幼児教育、特別支援教育の充実  

○ 高等学校の特色化・魅力化  

○ 外国人児童生徒教育の推進 

○ データサイエンス教育の推進 

出所）第２期富山県教育大綱（富山県、2021（令和 3）年 3 月） 
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  新富山県教育振興基本計画 

県の総合計画「新・元気とやま創造計画」との整合性を図りながら、「富山県教育大綱」

に即して、県がめざす教育の姿（目標）や施策の基本的方向などを明確に示し、それらを確

実に実現するために今後 5 年間に必要な教育施策や取組みを体系的に整理した、教育に関

する基本的な計画である。 

計画期間は 2017（平成 29）年度から 2021（令和 3）年度までである。 

《基本施策》 

１ 学校、家庭、地域で取り組む子どもの成長支援 

２ 子どもの可能性を引き出し、才能や個性を伸ばす教育の推進 

３ 子どもの健やかな成長を支え元気を創造する教育の推進 

４ 社会の変化と多様なニーズに対応した高校や大学等の教育環境の充実 

５ 生涯を通した学びの推進 

６ ふるさとを学び楽しむ環境づくり 

７ 次世代を担う子どもの文化活動の推進 

８ 元気を創造するスポーツの振興 

９ 教育を通した「ふるさと富山」の創生 

出所）新富山県教育振興基本計画（富山県・富山県教育委員会、2017（平成 29）年 4 月） 
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2． 住民ワークショップの実施 

 実施概要 

統合校の基本計画の整備コンセプト等策定にあたり、住民の意見を広く求めるためにワ

ークショップを計３回開催した。参加者は水橋地区５地区の自治振興会長や既存校７校の

ＰＴＡ会長・副会長のほか、周辺の保育所・幼稚園・子ども園の園長等で構成される。 

 

 

 

図 2-1 住民ワークショップの様子 

 
 第１回 第２回 第３回 

開催日時 2021（令和 3）年 

7 月 4日（日） 

10：00～12：30 

2021（令和 3）年 

8 月 1日（日） 

13：30～16：00 

2021（令和 3）年 

10 月 23 日（土） 

10：00～12：30 

議論内容 ・ 学校の役割・特色の

あるべき姿 

・ 役割・特色に基づく

コンセプトについて 

・ 既存校の跡地活用に

おける課題・方向性 

・ 役割・特色に基づく

コンセプトについて

（まとめ） 

・ 既存校の跡地活用に

おける課題・方向性

（まとめ） 

プログラム 開会 

事務局からの説明 

 住民ワークショップ

の趣旨・目的 

 住民ワークショップ

の進め方 

 水橋地区統合校整備

の背景 

 先進事例 

 本日の検討内容 

（休憩） 

発表 

事務連絡 

閉会 

開会 

事務局からの説明 

 第１回住民ワークシ

ョップの振り返り 

 先進事例 

 本日の検討内容 

（休憩） 

発表 

事務連絡 

閉会 

開会 

事務局からの説明 

 第２回住民ワークシ

ョップの振り返り 

 本日の検討内容 

（休憩） 

発表 

事務連絡 

閉会 

参加人数 29 名 24 名 22 名（1名早退） 
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 住民ワークショップ結果 

住民ワークショップにおける議論内容等を地域住民に知らせるため、ニューズレターを

３回にわたり発行した。 
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図 2-2 ニューズレター第１号（全４ページ） 
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図 2-3 ニューズレター第２号（全４ページ） 
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図 2-4 ニューズレター第３号（全６ページ） 
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 住民ワークショップ結果の整理 

跡地活用により解決すべき富山市及び水橋地区の課題について、住民ワークショップ参

加者から以下の意見を得た。それぞれの意見（課題）は①～⑨の視点に分類することができ、

それぞれについて跡地に導入すべき機能、跡地活用のアイデアを整理した。 

 

項目 検討の視点 跡地活用の課題・アイデア 

Ａ 

教 育 活 動

の 場 の 確

保 

① 

学びの提供 
 平常時はカルチャースクールとして教室を活用

し、緊急時は避難所として使用。 

 地区センターの機能を跡地に移転し、現状の活

動をより充実できる。 

 住民が講師になって地区の農業や漁業のことを

伝えたり、避難所体験、救護体験、着衣水泳など

の生きるための術を教えたりする、子どもたち

の学びの場。 

 既存の建物を活かして専門学校を誘致。 

② 

学校教育の支援 
 体育の授業や部活動が思う存分できる様に、跡

地の体育館やグラウンドを学校の補完施設とし

て使えると良い。 

 スクールバスの待合所。 

Ｂ 

地 域 の 活

動 拠 点 の

確保 

③ 

交流や憩いの場の提供 
 各地区の住民がサークル活動やイベントで利用

したり、高齢者が集える場、コミュニティの交

流の場。 

 跡地周辺にある古い集会所などの機能を既存施

設の活用で複合化。 

 多世代が利用できる、子どもたちと高齢者が一

緒に過ごせる公園のような空間。 

 平常時はドッグランや犬の散歩ができる設備が

ある公園として、災害時は防災公園として機能

するような場所。 

 橋まつりや白岩川に釣りに来る人などに向けた

休憩施設。 

④ 

スポーツの促進 
 スポーツ公園として整備して、小・中学生など

の年齢の高い子どもたちが伸び伸び活動できる

場。 

 体育館を残し、地区住民がスポーツなどに活用。 

⑤ 

産業支援 
 行政の財政負担の軽減という観点から考えて、

収益が上がり、地区に雇用を生み出せる産業の

誘致。 
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 市場には出せない野菜や水産物などを売る直売

所を作り、地区の農業、漁業の支援につなげる。 

 体験農園などを住民有志で作る。 

 体育館や教室を活用した食物工場。 

 新進の芸術家などに居住と工房スペースを安く

貸し出し、インキュベーションのためのレンタ

ルオフィス。 

Ｃ 

地 域 の 安

心・安全の

確保 

⑥ 

安心・安全の確保 
 地区の安心、安全を確保するために、避難所と

して体育館を残してほしい。 

 知り合いと一緒に避難できると安心感があるの

で、自宅の近くで避難できる様にしてほしい。 

 リノベーションで教室を居住できるスペースに

して、平常時は貸出し、非常時には避難所とし

て使えるように。 

 跡地に高い建物を建て、緊急時に避難できる様

にしてほしい。 

⑦ 

医療・福祉の充実 
 「総曲輪レガートスクエア」や「医療村」のよう

に、複数の診療科が集まっていて、診察と医療、

健康相談の両方ができる場。 

 見守りも兼ねた住民の交流拠点や介護施設。 

⑧ 

子育て支援・ 

子どもの居場所づくり 

 出産・子育てを支援する場。 

 放課後に学校から各地区に戻り、地区で子ども

たちが過ごせる施設。 

⑨ 

生活利便性の向上 
 宅地開発や企業誘致などを行い、まずは人口を

増やすこと。 

 スーパーやコンビニなどではなく周辺地域には

ないものを作る。 

 小規模商店が集まっている屋台村の様な場所。 

 
また、検討に際して、以下に整理したニーズ（跡地活用に際して配慮すべきこと等）を参

考としながら検討を行う。 

  
住民ワークショップで出た意見 

配慮すべき

こと 

 住宅密集地にある跡地と自然が多い場所にある跡地とでは異なる活用方

法を考える必要があると思う。立地条件を踏まえてそれぞれに適した活

用をした方が、選択肢の幅が広がり、多様な機能を地区に導入できるので

はないか。 

 学校によって学校の体育館や地区センターの築年数や耐震補強の状況が
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異なるので、体育館を残したり、地区センター機能を移転する際にはそれ

らを踏まえて検討してほしい。 

 統合校にもスポーツ設備を充実する話が出ていたので、跡地の施設は特

色が被らない様に配慮し、これまでに水橋地区になかった機能を備えら

れると良い。 

 学校開放で体育館やグラウンドを利用している人達がいるので、今後も

活動の場が確保できる様に配慮してほしい。 

 市単独で全ての学校跡地を活用するのは財政的に難しいのではないか。

民間の力を入れることで、商業スペースやレンタルオフィスなど、より幅

広い用途に利用することもできると思うので検討してほしい。 

 災害時にペットが取り残されてしまう話を聞くので、避難所を考える際

には予めペットも受け入れられるようにしてほしい。 

 跡地の施設にはスロープやエレベーターを設けるなどして、障がい者に

も使いやすくしてほしい。 

 何に活用するにしても建物などのハード面だけでなく、従業員や運営側

の姿勢や意識などのソフト面の充実も大切だと思う。水橋地区は閉鎖的

なところがあると感じているので、他の地域から来た人が気持ちよく利

用できる施設になると良い。 

 住宅密集地に集客力のある施設ができると、渋滞や交通事故が発生した

り、治安が悪化する可能性がある。駐車場を十分に整備して路上駐車を減

らすなど、対策を考えた上で施設を検討してほしい。 

 公共交通の利便性が低い地区なので、跡地に地区のための施設を作るの

であれば、バスルートを充実させたりコミュニティバスを走らせるなど、

アクセス面も検討してほしい。バス停留所の増設、早退や遅刻にも対応で

きるスクールバスの運行などの配慮も必要だと思う。 

その他  廃校になってから跡地の活用が始まるまでの維持管理はどうするのか。

草が生い茂り、害虫被害が起きるなど、近隣の人に迷惑がかからないか心

配だ。 

 民間企業等による活用や売却を検討することが、決定事項のごとく資料

に書かれているのが気になる。清水町の事例の様に、住民の意向を反映し

て民間に売却されるのであれば異論はない。まず住民の意見を聞いてか

ら跡地活用について考えてほしい。 

 学校が無くなって悲しいのは今通っている児童、生徒や卒業生だと思う。

これから水橋地区で生活していく子ども達の意見を聞いて、子どもの要

望や気持ちに配慮した活用を考えてほしい。 

 全ての小学校のプールを残すのは運営面で大変だろうが、子どもたちが

近場でプールに入れた方が良いと思うので、需要を確認した上で検討し

てほしい。 
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3． 先進地視察の実施 

 実施概要 

義務教育学校の整備コンセプトや運営、学校の跡地利用等に関して参考とするため、京

都市において先進地視察を行った。 

 

訪問先・日時 1 日目：2021（令和 3）年 11月 24 日（水） 

13 時 30 分～15 時 40 分 京都市立開睛小中学校 

16 時 00 分～16 時 40 分 旧清水小学校跡地 

（現在は THE HOTEL SEIRYU KYOTO KIYOMIZU） 

2 日目：2021（令和 3）年 11月 25 日（木）  

9 時 00 分～11 時 20分 京都市立凌風小中学校 

11 時 40 分～12 時 00 分 旧陶化小学校跡地 

          （現在は倉庫や住民の会議スペースとして暫定 

的に利用） 
参加者 住民ワークショップ参加者 6名 

富山市教育委員会事務局  8 名 

㈱三菱総合研究所     2 名 

 

 訪問先の義務教育学校の概要 

 京都市立開睛小中学校 

 所在地：京都市六波羅裏門通東入多門町 155 

 敷地面積：14,451 ㎡、延床面積：14,290 ㎡ 

 開校時期：2011（平成 23）年（義務教育学校としての運用は 2018（平成 30）年～） 

 統合対象校：  

白川小学校、新道小学校、六原小学校、清水小学校、東山小学校、洛東中学校、弥栄中

学校 

 生徒数、クラス数：811 名、32 クラス（2021（令和 3）年度） 

 学年区切り：４－３－２ 

 めざす学校像： 

・ 小中一貫校の特性を最大限に活用し，主体的にカリキュラムマネジメントに取り組

む学校  

・ これからの社会を支える有為な人材を輩出できる学校 

 跡地利用： 

・ 白川小学校跡地：東急ホテルズ「ミュージアム・ホテル」2022（令和 4）年開業予定   

・ 新道小学校跡地：ホテル、歌舞練場、地域施設等 2025（令和 7）年頃開業予定 

・ 六原小学校跡地：京都市立開睛小中学校（東山開睛館 六原学舎） 

・ 清水小学校跡地：ザ・ホテル青龍 京都清水等  

・ 東山小学校跡地：不明 

・ 洛東中学校跡地：京都市立開睛小中学校 

・ 弥栄中学校跡地：漢字ミュージアム 
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 特徴： 

・ 地上３階地下２階の第一学舎（本学舎）とプール・第２体育館・地域開放スペー

スのある第二学舎（六原学舎）が 150ｍほどの距離にある。 

・ １階には小中一体の職員室、地下１階には音楽室やランチルーム、地下２階には

体育館や武道場が配置されている。地域の方が使う諸室はまとめて配置し、地域

開放用出入り口からの動線を確保。 

・ 基本計画の策定に当たっては、関係８学区の代表者等で組織される「小中一貫校

新設検討協議会」や７小中学校ＰＴＡ代表・教員による「新校舎建設ワークショ

ップ」を通じて地元住民や保護者等の意見を反映。 

・ 2012（平成 24）年に発足した学校運営協議会があり、各学区での調整力を持つ学

区代表者を顧問となって学校運営方針などの重要事項に関する議論を行ってい

る。 

・ 中学校籍の教員が 小学校の外国語・音楽・家庭科・体育・算数・社会で乗り入

れ授業をしている。小学校籍の教員も、社会・英語・体育で中学校への乗り入れ

授業を行っている。 
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 京都市立凌風小中学校 

 所在地：京都市南区東九条下殿田町 56 

 敷地面積：13,539 ㎡、延床面積：16,063 ㎡ 

 開校時期：2012（平成 24）年（義務教育学校としての運用は 2018（平成 30）年～） 

 統合対象校：陶化小・東和小・山王小・陶化中 

 生徒数、クラス数：695 名、29 クラス（2020（令和 2）年度） 

 学年区切り：４－３－２ 

 学園経営目標 

・ たくましく，しなやかに，社会を生き抜く「力」をつける。 

～９年間で「自立」（主体性）と「自律」（社会性）の基礎を培う～ 

 跡地利用： 

・ 陶化小跡地：提案募集中 

・ 東和小跡地：凌風小中学校 

・ 山王小跡地：不明 

・ 陶化中跡地：凌風小中学校 

 特徴： 

・ 校舎は５階建て。約 900 ㎡の大体育館（３階）、約 700㎡の小体育館（１階）の

ほか、本校地と道を挟んで隣接する東和校地に、第２校舎、第３体育館、第２グ

ラウンドが配置されている。 

・ 屋外に、低学年の子どもたちが安心して遊べるプレイゾーンを設置。 

・ 高学年用の図書館に隣接して、自習コーナーやコンピューターコーナーを設置。 

・ 将来的な児童生徒数増にも対応できる多目的教室を配置。 

・ ６～９年生を対象に原則毎週末、週末課題を出している。 
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水橋地区統合校整備に係る基本計画 

 

令和 3年 12 月 

 

富山市教育委員会事務局 

学校再編推進課 


