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 今年（2021 年）6月 28 日、八街市の市道で下校途中の市立朝陽小児童の列にトラックが

突っ込み、男女５人が死傷するという痛ましい事故が発生した。たまたま、国が都道府県や

政令市に要請した通学路の安全点検の期限が 2021 年 9 月末に迫る中での事故であった。ま

た、この国の要請や八街市の事故を受けて、読売新聞が独自に調査した結果が 10 月 24 日

に報道された。 

 本稿は、読売新聞の調査結果を紹介するとともに、都内自治体の現在の通学路の安全対策

について、筆者がホームページの検索をし一覧表を作成したので、その結果も報告し、都内

自治体の課題を探ったものである。 

 

１．読売新聞の報道 

 

 読売新聞の報道は、「【独自】通学路の改善要望２・７万件、「道路が狭くて」「予算ない」

半数で対策進まず」と題したもので、10 月 24 日の一面トップの記事であった。その記事前

文を読売新聞のオンラインから紹介する。 

▽  ▽  ▽ 

全国の主要７４自治体にある小学校の通学路で 2018～20 年度、交通事故の危険があると

して計約 2 万 7000 件の改善要望があったことが、読売新聞の調査でわかった。安全対策が

とられた件数は計約 1 万 4700 件で、対策が進まない理由には予算不足などが挙がった。通

学路では以前に総点検などが実施されたが、危険箇所が多く残る現状が浮き彫りになった。 

 読売新聞が 7～10 月、道府県庁所在市と政令市、東京 23 区の計 74 自治体にアンケート

調査を実施。18～20 年度に〈１〉保護者や住民らから寄せられた要望件数〈２〉安全対策を

講じた件数〈３〉対策がとれなかった理由――などを尋ねた。 

 改善要望は、回答があった 70 自治体で計約 2万 7000 件にのぼった。内容は、ガードレー

ルや横断歩道、信号機の設置、歩道のカラー舗装などだった。東京都杉並、北両区と大阪市

の計 3 市区は要望件数を集約していなかった。 

 安全対策については、17 年度以前の要望を実施したものも含め、69 自治体で計約 1 万

4700 件だった。対策が進まない理由には、名古屋市など 25 自治体が「道路が狭くて対策が

とれない」といった道路形状の問題を挙げた。予算不足としたのは、津市や那覇市など 21

自治体。東京都豊島区など 11 自治体は、道路交通法に基づいて警察庁が定めた信号と横断

歩道の設置指針などで、設置間隔に制限があることを挙げた。 

 通学路を巡っては、12 年に京都府亀岡市で集団登校中の列に車が突っ込み、児童 2 人が



死亡する事故が起き、文部科学省が全国に安全点検と対策を要請。17 年度末までに、危険

箇所約 7 万 4000 の 97％で対策がとられた。しかし、今年 6 月に千葉県八街市で児童５人が

死傷する事故が発生。現場は改善要望が出されながら、対策が見送られており、国は 7 月か

ら再び通学路の総点検を進めている 

 岡山、松江、横浜、大津の 4 市では過去に要望のあった通学路で計 7 件の交通事故が発生

し、児童 1 人が死亡、6 人が軽傷を負った。 

……… 

交通問題に詳しい山梨大学の伊藤安海教授（安全医工学）の話  

「これだけの危険箇所が残っていることは驚きだ。予算には限りがあり、地域事情に詳し

い保護者らの要望を十分把握した上で、優先順位を付ける必要がある。自治体間で対策の好

事例を共有することも効果的で、国もこうした取り組みを支援してほしい」 

 

２．各自治体の要望件数 

 

▽ 各自治体の改善要望件数（2018―20 年度） 

 

札幌市１２５、青森市９０、盛岡市４９、仙台市２８７、秋田市７９、山形市３２７、 

福島市９８、水戸市５７、宇都宮市２１７、前橋市７４６、さいたま市２６６、 

千葉市２６２、横浜市３６３７、川崎市１６４７、相模原市６２０、新潟市 非公表、 

富山市３５３、金沢市１８３、福井市３２９、甲府市２３５、長野市２０、岐阜市１５０、

静岡市２６７、浜松市３７８、名古屋市３１２４、津市３７３、大津市５３１、 

京都市１７５、大阪市 未把握、堺市６６、神戸市１４３７、奈良市３９９、 

和歌山市３７、鳥取市２０５、松江市 ５５１、岡山市２７０、広島市１１５、 

山口市１１２、徳島市１２３、高松市９３、松山市６０、高知市１３４、福岡市４７、 

北九州市９０５、佐賀市１０１、長崎市３７２、熊本市３３８、大分市２７０、 

宮崎市１２４０、鹿児島市２１４、那覇市３６６ 

 

▽ 東京 23 区の件数（合計４，９３９） 

千代田区７、中央区１７、港区３４３、新宿区２２５、文京区１００、台東区７６、 

墨田区２１５、江東区３８３、品川区６４、目黒区６１５、大田区８７、世田谷区５３０、

渋谷区３９８、中野区２３８、杉並区 未把握、豊島区７５、北区 未把握、荒川区３０、

板橋区３２０、練馬区６６２、足立区２５５、葛飾区２７、江戸川区２６３ 

 

３．都内自治体の安全対策 

 

 筆者が各自治体のホームページ検索によって調査した結果は、別紙「都内自治体の通学路



の安全対策」のとおりである。 

 「通学路交通安全プログラム」（自治体によって名称が若干異なるところもある。また、

通学路の安全確保に関する取組方針などの副題をつけている）を策定している自治体が多

いが、これは読売新聞の記事にもある 2012 年（平成 24 年）の京都府亀岡市など、児童の登

下校中における重大な交通事故が多発したことを受け、文部科学省、国土交通省、警視庁の

連名で通知された、「通学路の交通安全確保に向けた着実かつ効果的な取組の推進について」

（平成 25 年 12 月）に基づき策定されたところが多い。 

 この「通学路交通安全プログラム」には、「通学路の交通安全確保のためのＰＤＣＡサイ

クル」が図示され、このサイクルによって対策が実施されている。ほとんどサイクルは同じ

だが、」例として墨田区と立川市のＰＤＣＡサイクルを示す。 

 

 墨田区の例 

 
 立川市の例 

 

このようなプログラムのない自治体においても「合同点検」を行っている自治体は多い。

ただ。筆者のホームページ検索が不十分なのかもしれないが、「合同点検」を行っていない

と思われる自治体もある。また交通事故対策より防犯に重点を置き、「監視カメラ」「防犯カ

メラ」の導入をすすめている自治体もある。 

 



４．今後の課題 

 

 読売新聞の報道のように、改善要望箇所は非常に多い。報道は改善要望箇所件数のみであ

り、また多摩地域の自治体にはアンケートも行われていない。23 区の中には要望箇所の非

常にに多いところと比較的少ないころがあるが、多摩地域においても市民等からの改善要

望は 23 区と同様だと思われる。 

 課題を上げれば以下のとおりである。 

○ 市民等からの改善要望は必ず記録し、年度ごとに公開する。 

○ 改めて合同調査を実施する。合同訓練は小学校および保護者、PTA 、道路管理者、交

通管理者（警察署）、教育委員会等が参加するものとする。 

○ 合同訓練の結果をふまえて、プログラム等の改善や策定を行いう。ＰＤＣＡサイクルな

どに基づく改善計画の策定を行い、対策を実施する。計画や年間対策箇所等は公表し、市

民等の意見を反映する。 

○ 改善計画の実施状況を公表し、5 年に 1 回程度の見直しを行い、必要に応じてプログラ

ム等を改定する。 

○ 最大の課題は、読売新聞も指摘しているように、予算不足と道路の拡幅等が困難なこと

である。東京都はいまだに都市計画道路の新設に予算をつぎ込んでいるが、都道の通学路

の安全対策に予算を拡大するとともに、市区道の通学路対策に補助金を拡大するべきで

ある。 
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