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「平成の 大合併」 の 進展 と公 民館

一
学校統廃合 との 比 較 を通 して
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1 市町村合併と公民館に関わる研究の動向

　本発表は、「平成の 大合併」後に学校統廃合が進

む
一

方で 、公民館数が増加 した A 県 B 市を取 り上

げ、そ の 要因を明 らかにする こ とを 目的とする。

　 1990年代後半か ら進め られた 「平成 の 大合併」

は 、
ピー

ク の 2005年か ら 8年以上が経過 し、市町

村合併の成果と課題 も、徐々 に顕在化 して い る。

　教育の 面では、学校統廃合の 進展 があげられ る 。

人 口 の 減少 に直面 し、行財政の効率化が求め られ

た合併 自治体の 多くは、児童 ・生徒数の 減少 と 、

それに伴う教育行財政の効率化 とい う課題も抱え

て い るか らで ある。ただ し、「昭和の大合併」を対

象とした実証的な研究の なか で は、児童 ・生徒数
の 減少や教育行財政の 問題だ けで な く、合併後の

広域化 した自治体のなかで、個々 の 校区の 現状が

考慮 され に くくなり、そ の 結果学校統廃合が行わ

れやす くなるとい う合併な らで はの影響 も指摘さ

れて きた （た とえば、若林［1999］2012）。

　 さらに、市町村合併と学校統廃合との 関連と同

じよ うな構図で捉え られて きた問題に、市町村合

併 と公民館の再編問題がある 。
「昭和の 大合併」の

こ ろか ら、合併後 に公民館が再編 される こ とで 、

それ まで の 地域に根 ざ した公 民館 の 活動が失われ

る こ とが懸念 されて い た （近藤 1955）。「平成 の 大

合併」を前に し て も 、
「合併後社会教育行政 の 低 い

水準へ の
一

元化 とい う経験 し力特 っ て い ない 」（上

野 2003
，p．149）とい う認識の 下、市町村合併によ

っ て公 民館等社会教育行政の切 り下げに対す る懸

念や、実際の切 り下げの 事例などが紹介 され て き

た （片野 2003，益川 2003，坂 田 2003，佐野 2003
，

手塚 2003，浅野 2005
， 小林 2005）。 その

一
方で、

市町村合併を実現 した元首長は、公民館活動を充

実 させ るためにも合併を行い 、効率的な職員配置

が必要だとも述べ てい る （井原 2003＞。

　実際に、「平成の 大合併」後に生 じた公 民館の 再

編につ い ては 、 中国地方の 5 県全 110市町村を調

査 した西野ら （2010）の 報告によれ ば、53．6°

／eが

何 らか の再編を行 っ てお り、そ の内容は、施設の

統廃合の ほか、所管の 主張部局 へ の 移管や、一般

行政や まちづ くり機能等と公 民館機能の 複合化な

どが生じて い る こ とがわか る。

　ただ し、こ れ らの 「再編」 の動きは、必ず しも

従来の 公民館機能を低下 させ るだけで は ない。た

とえば 、 住民 による公民館の 自主運営方式が確立

した こ とで 、新たな地域づ くりの拠点として 公民

館 の 可 能性 が広が っ た事例 がみ られ る （仲野

2010）。 また、合併後に、旧町村の 中央館が地 区館

に変更に な っ て も正規職員の配置を継続 し た り、

新しい 中央館に専任職員を配置 した りするな ど 、

合併を契機に公民館行政がむ しろ充実した事例も

紹介 されて い る。そ の背景には、公 民館活動 の 伝

統 と市民 の 理解が あ っ た と され て い る （小川

2005）。

　 さらに 、 合併後 の 公民館につ い て は 、 公 民館数

の増加 とい うハ ー ド面で の拡充も
一

部でみ られ る。

昭和 ・平成の 大合併前後の 公 民館数 の 推移を検討

した上野 （2003）は、都道府県ごとに推移の パ タ

ー
ン を 5 つ に区分 した うえで 、そ の うちの

一
つ に、

「自治体数は減少するもの の
、 相反 して 公民館数

は増加す る群」 をあげて い る。その背景 として、

これらの都道府県は 「自治体数 よ り公民館数の方

が少なく、……
公民館の 普及が遅れ 」 （上野 2003

，

pp．151，
154）て い た こ とを指摘 して い る。

　 こ の よ うに 、多 くの懸念 とは対照的に 、 市町村

合併後の公民館には、ソフ ト ・ハ
ー

ドの 両面で の

拡充もみ られ てい る。 そ の よ うな動 きがなぜ生 じ

た の かにつ い て、市町村単位の データをふ まえな

がら検討 を進めた い
。

2A 県での市町村合併と公民館数 ・ 学校数

　こ こ で取 り上げる A 県は 、
「平成の 大合併」 に

よっ て、県内の 自治体数が約 3割に減少 した。そ

れ と符合するよ うに学校統廃合 も進み、合併前と

比べ る と、小学校は約 8 割まで、中学校 も約 95％

まで減少 して い る 。 そ の
一
方で、公民館数は 1割

ほ ど増加を示してい る 、

　 この うち、公 民館数の推移につ い て、市町村別

の合併前後 の 公民館増減率と、合併前 の 1999年の

人 口 1万人 あた りの 公民館数の相関を取っ た と こ

ろ 、 有意な結果は得 られなか っ た。こ の こ とは 、
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上野 （2003）が指摘す るよ うな 「公民館が少ない

か ら増えた 」 とい う事隋が
、
A 県に は 必ず し もあ

てはまるわけで はない こ とを示 して い る 。

　一
方、同 じく上野 （2003）を参考に 、 合併前後

の 小学校 と中学校の 各増減率 と合併前 （1999年）

の 公民館数を統制 した うえで 、人 口増減率 と公民

館増減率の相関を取っ た とこ ろ、合併して い ない

自治体につ い ては有意な結果が得られ なか っ たが、

合併し た 自治体では、相関係数がO ，657 （p＝O．008）

となっ た。 こ れに対 し、小学校と中学校の各増減

率、合併前 の 小学校数を統制 して 、人 口増減率 と

小学校増減率 の 相関をとっ た と こ ろ、同じく合併

して い ない 自治体で は有意な結果は得 られなか っ

たが 、合併 した 自治体で は、相関係数が O．754

（p−O．OOI） とな っ た。っ ま り、合併 自治体で は、

小学校数は人口 の 増減に合わせ て推移してお り、

「人が減れば学校も減る」 とい う関係がみ られ る

の に対 し、公 民館数は、人口 の増減 と負の 相関を

みせ て い る こ とか ら、「人が減 らなか っ た と こ ろほ

ど公民館は減 らされる」、も しくは 「人が減っ た と

ころほ ど公 民館は残 され る （増やされる）」 とい う

関係が生 じて い るこ とがわ か る。

3B 市での公民館の 「増加」 と学校統廃合

　（1）B 市の 概要

　こ の ような、「合併し
、 人 口 は減少気味、学校統

廃合は進んだが、公 民館はむ しろ増加 した 」 とい

うA 県の典型例 となっ て い るの が B 市である。B

市は、10市町村が合併 して発足した ， 人 口 は、合

併前の 1999 年に約 72，000人であ っ たの が、2012

年には約 62
，
000人 へ と減少 し て い る 。 産業は、農

業や漁業が盛ん で 、 産業別就業人口 をみる と、第

1次産業の 従事者が 2 割を超 えて い る。

　こ の B 市では、合併前の 旧 自治体合計の公民館

数が 75 で あ っ た もの が、現在は 253 へ と 3倍以上

増加 して い る。

一
方、小学校は合併前の 2！3 に減

少するなど、統廃合が進ん で い る 。

　（2）B 市で の公民館の 「増加」

　こ の よ うな B 市で 3倍以上公民館が増加 したの

は、市町村合併を契機に、分館の位置づ けが変更

された こ とに原因がある 。 B 市で は、合併前か ら、

1 自治体を除い て、1 っ の 中央館 と、町内会 （「行

政区」）に 1 つ ず つ 置かれ る分館に よっ て公 民館を

整備 して い た。ただ し 、 分館の 設置条例を持 っ て

い たの は、合併前 10市町村の うち 2つ だけで あり、

こ の 設置条例を持つ 地域の み、分館 も公式統計上

「公民館」 として カ ウン トされ て い た。これに対

し、残 りの 自治体につ い て は、分館は置か れ て い

たが、設置条例を持たなか っ たため、統計上 「公

民館」とは扱われて い なか っ た。こ の点につ い て 、

合併協議の途上 で 、新市で はすべ て の分館を条例

に基づ くも の にす る こ とが決定したため、新市発

足後は、
一

気に 3倍以上の 公 民館数 へ と 「増加」

した。そ の た め、実際には新たに公 民館が設置さ

れた とい うわけで はなか っ た 。

　（3）B 市で の学校統廃合

　一
方、 学校につ い て は 、合併後に協議を行 うこ

とが確認されて い た 。
こ れ を受け、合併後に設置

された学校教育環境整備検討委員会で検討が進め

られ、2017年度まで に小学校 36 校を 17校に、中

学校 16校を 10校 にす る計画がまとめ られた。こ

れ に沿っ て統廃合が実施 され 、2013 年現在、小学

校 24 校、中学校 14 校となっ て い る。 旧市町村か

ら中学校がなくなる統廃合 もあり、
一
部、10年間

の先送 りが認め られた例もあるが、おおむね計画

通 りに統廃合が進め られて い る。

　（4）市町村合併と教育施設 の 再編

　こ の よ うに、市町村合併は学校や公民館の 再編

の契機を提供し て い る。 ただ し、 特に公 民館につ

い て は、こ れまで指摘 されて きた 「低い 水準へ の

一
元化」 とい う流れ か らすれば、た とえ元々 存在

し て い た と して も、自動的に新たに条例で位置づ

けるとなる とは限らない
。 分館活動の 経費は年間

約 1500万 円で、市財政全体で は少額か もしれない

が、これを削減しよ うとい う動きがあ っ て も不思

議で はない 。

　し か し、そ うな らなか っ た の は B 市 の 集落にお

ける公民館の 位置づ け に 理 由がある 。 B 市の 集落

には、「行政区」 の総代 と、 行政か らの案内等を配

布する嘱託員、そ し て分館長が存在する。これら

は集落の リ
ーダーが担 う役職で あ り、集落によ っ

て 差異はある が、分館長がそ の トッ プに位置つ く

こ とも少 なくない 。そ の意味で 、分館は、社会教

育の 拠点としてだ けではなく、集落運営に欠 か せ

ない 単位で もあっ た 。 ゆえに 、 合併によっ て分館

を条例で位置づ ける こ とはごく自然な発想だっ た。

　現在、旧市町村ごとに置かれて い る地区館を統

廃合する動 きが 生 じて い る 。 しか し、こ れを検討

し た B 市の 公民館運営審議会は、現状の 体制を維

持する こ とを答申した 。
これ は、学校統廃合の 進

展 とは対照的で ある。学校は、通 っ て くる児童生

徒の増減にあわせ て あり方が検討された。それに

対 し、公民館は、地域 の 基礎単位で あるために、

人が減っ て も残 されてい る。合併後 の B 市におけ

る学校 と公民館の再編の あり方の差異は、学校と

地域の 結び っ きの弱ま りと、地域統合 と地域教育

の 拠 点 として の 公 民館 の 重要性 の 高ま りを示 し て

い るだ ろ う。
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