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矢川保育園基本計画ワークショップ
「新しい矢川保育園について一緒に考えてみませんか？」意見のまとめ

11月10日（土曜日）に矢川保育園基本計画ワークショップ「新しい矢川
保育園について一緒に考えてみませんか？」を開催し、当日は、保護者の方
と保育園の保育士あわせて15名が参加しました。
ワークショップで出された意見としては、セキュリティ面や見通し、雨の日の送
迎、空調関係などに対しての問題意識が高く、自然とのふれあいや自然
の中での遊びについて保護者も保育士も大切に考えていました。
また、保育士からは遊びの継続性や保育室等の空間の多様さを重

要な要素として意見が出されていました。
そのほか、ワークショップで出された意見は本紙の裏面にまとめま

したので、ぜひご覧ください。

ワークショップに参加された方から感想をいただきましたので紹介します！

先日のワークショップに参加してみて

国立の子どもたちがよりいきいきと過ごせる
保育園ができたらいいなぁという思いで参加し
ました。費用もあるのでどこまで実現できるか
わかりませんが、話が盛り上がりワクワクするよ
うな意見がたくさんでてきたり、ぼんやりとした
イメージを伝えると、実際に設計者の方はほ
かの保育園で素敵な保育園を作っていて、
もっと夢がふくらんだり。一方で玄関は大きい
ほうがよい、雨にぬれずに自転車から移動で
きたらなどの現実的な意見も出たり、保育士
さんの参加者の意見をきいて、保育で大事
にしていることを知るよい機会にもなりました。
保護者の意見に耳をかたむけている市役
所の方々ですし、新しい保育園を皆で一緒
に考えていけたらと思いますので、これからも
皆さんも発信していきましょう！

矢川保育園基本計画ワークショップ
「新しい矢川保育園について」に

参加をした感想

うちの子どもが直接民営化となる
矢川保育園に通うことはないのです
が、国立市の保育園に通わせている
保護者、一市民として意見が言える
と思い参加をしました。
ワークショップ形式は、自分の思い
をメモにして、参加しやすく、楽しみな
がら意見が言えました。
今の矢川保育園は（仮）の園舎
ということもあり、保護者目線だとキリ
がなかったのですが、今しか言えな
い！伝えられない！ことをたくさんは
きだすことが出来て、参加ができてよ
かったです。

ワークショップに参加した感想

自分の子が関わることだと思い、
よりよい保育園になってほしいと思
いで、ワークショップへ参加しました。
保護者の人数は少なかったので
すが、先生たちも入ってくださり現
状では難しいが、新しくなったら遊
びの継続性を大事にできる部屋が
欲しい等、保育する上での視点の
話も聞けて勉強になりました。子ど
もたちの過ごしやすさはもちろん、
保護者の送り迎えのしやすさ等、
要望を伝える良い機会でしたので、
今後またこのような意見・要望を
伝えられる場があった場合は、ぜひ
多くの方に参加していただけるとい
いなと思います。

矢川保育園新園舎について、まだまだご意見を募集しています！（12月末まで）

矢川保育園の新園舎への要望について、市では、継続的にご意見を募集しています。ワークショップに参
加できなかった方、保護者アンケートに回答できなかった方、回答したけどまだ言い足りない方、保護者の
方からのご意見大歓迎です！
ご意見の提出様式は問いません。任意の用紙にご意見をまとめていただき各公立保育園へ提出いただいて

も、メール本文にご意見を打って市役所児童青少年課（sec_jidosyonen@city.kunitachi.lg.jp）までメール
いただいても構いません。矢川保育園新園舎に対する皆様のご意見・アイデア・要望をお寄せください。



質問①　新しい矢川保育園に期待していることはありますか？
ワークショップでの主な意見まとめ
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質問②　「保育園の送迎時にあったらいいのに」と思う場所や機能はありますか？（送迎時に何か困ったことは？）

質問③　今までの園舎の中で何か困ったことや心配なことはありましたか？

質問④　園舎の中にあったら良いのにと考える場所はありますか？

質問⑤　園舎の設備についてご意見、ご要望はありますか？

質問⑥　園舎は 1階建てと 2階建てのどちらが良いと考えますか？
質問⑦ （⑥の回答について）どういった理由からそう考えますか？

自然とのふれあいができる環境（虫・樹木・畑・築山・ビオトープなどのある園庭、生きものがいる園庭（水辺等））
園庭・自然とのふれあい

広くてのびのび遊べる園庭
広くて走り回れる場所とかくれんぼができる森が両方あり、エリア分けされていると良い

安心・安全な環境（見通しのよさ・出入口のセキュリティ）

保育士さんが働きやすい職場であること

複合施設の隣というスケールメリットを活かせる仕組み

玄関までつながった屋根のある広い駐輪場

駐輪場と出入口が近い方がよい

雨の日は車でも送迎できるとよい

混雑しない広い玄関（レインコートを干す場所もあるとよい）

出入口や門扉にインターホン等のセキュリティ対策　
職員室からの見通しの確保

こどもが「明日も行きたい！」と思える楽しい保育園
→実現のためには「遊びの継続」ができる環境が重要
　（遊びの場が食事や午睡の場と別にあり、こどもの遊びを午睡後や次の日までそのまま残しておけるなど）

こどもが明日も行きたいと思える園

職員の処遇

出入口のセキュリティ対策
職員室から出入口・園庭が見渡せる、全園児が施設内でも見渡せる
保育士が見守りに徹しなくても一緒に遊べるような、見通しのよい園庭　　etc.

複合施設にやってきた地域のこどもたちが保育園の様子を見られるとよい
高齢者との関わりがあるとよい
図書館の分室機能、市役所の窓口機能などがあるとよい

駐輪場

プライバシーが守られた面談スペース（多目的室）
保護者会が園舎を使えるとありがたい
複合施設と相互に使えるとよいのでは

面談室・保護者のスペース

出し入れしやすい教材・遊具などの収納場所の確保
部屋から出てすぐ使用できるバギー置き場

収納

広くしてほしい
送り迎えのやりとりをスムーズにできるように

玄関

2 階建てでも 2階から１階が見渡せるように
２階のテラスは参観でも使える　

２階

自然と遊ぶことが大切
かくれんぼなどができるとよい（樹木が必要）
木登り、ハンモック、木のブランコ、泥遊び
時間で区切る遊びとしたくない
先生の見守り中であればできることをさせたい
乳児の遊びと幼児の遊び、多年齢での遊び

遊び方
遊具ではない遊び空間としたい
以前にあった遊具、持ち出せる遊具

遊具

銀杏は避けたい
ウメは避けたい ( 生梅の毒性 )　←食育は良いと思う

樹木

矢川が近くにあること（子ガモ、ザリガニ、カメ）
小学校の隣なので遊びに行くと卒園児と交流できる

矢川

水はけのよい園庭がほしい(現状雨天決行が難しい)
園庭

散歩やお祭り・お泊り保育の際に交流があったのが
よかった

商店街

北側の部屋の日当たりが気になる
→１階の事務室から見える位置に日を浴びられる
　環境がほしい

日当たり

（保育室をつなげて広く使ったり、区切って小さな部
屋として使うなど）多様な空間での保育
部屋を自由に仕切れる可動式壁
事務室以外はラウンジのように使えるなど
複合施設内の広場やホールを使いたい
配膳スペースの確保
すぐに迎えに来れない時の受け入れの場があるとよい
各保育室から外に出られる設計

空間の利用・園舎の構成

病児保育機能

雨天時も幼児・乳児がそれぞれ遊べるスペース
室内遊びがダイナミックにできるスペース
木のボールプール、よじのぼれる場所、アスレチッ
ク的な遊具、壁にこどもが喜ぶ仕掛けがある、など
発表会・体操などができるスペース

室内遊びのスペース

快適な冷暖房・空調設備
床暖房
暖房を使わなくても暖かい建物
風通しが良い建物（感染症対策）

空調・換気設備

屋上にあった方がよい（園庭を有効に使える )
目隠し・暑さ対策は必要

プール

日除け・目隠し　　シャワー室
上下に動く床

プール

各クラスにトイレがほしい（2歳以上）
外から泥んこで帰って足や体が洗えるスペース

こどものトイレ・シャワー

桜の木は既存園でも必ず植えられているので必要
記念樹として植えてもよいのでは

桜

緑地帯・畑
豊かな自然

ソファーなどがあり、こどもが自由に絵本を読める
スペース

図書コーナー

雨天対応

現状は安心とは言い難い　出入口に内 が必要
乳児の脱走が不安　外に勝手に出ないつくりが必要

防犯・セキュリティ
ホール：行事の際保護者が入りきらない
廊下
事務室：病気の子を寝かせるスペースが狭い
休憩室、職員用のトイレが少ない

狭さ・不足

園庭側テラスに屋根がなく不便
トイレなどの衛生面の管理不足

その他

玄関

セキュリティ

1 階と 2階で互いの様子が見えづらい
→ただし音やインフルエンザ等の感染を考えると
　あまり筒抜けすぎるのも問題

見通しのよさ

園庭でこどもが遊びながらお迎えを待てると良い
その他

質問⑧　園庭でこどもにどんな遊びや、体験をして欲しいですか？

質問⑨　「運動会や発表会などのイベントの時にあったらいいのに」と思う場所や機能はありますか？

質問⑩ 矢川地域のよいところ、すきなところは？
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