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第６章 今後の公共施設のあり方            

１．実態・課題のまとめ 

（１）白書における実態・課題のまとめ 

第 1 章・2 章では、市全体の概要把握を行い、本市の実態について、人口面・地域特性・財政面・

公共施設面から明らかにし、資産の有効活用の必要性をまとめました。 

第 3 章・4 章では、各用途と公共建築物の実態と今後の検討の視点を、第 5 章では、8 地区毎

の公共施設の状況と課題を明らかにしました。 

今後は、これらを総合的に捉え、行政需要や市民ニーズ等を的確に把握しながら、社会環境の変

化に応じた公共施設の更新の選択と集中や、改修・整備・再配置等へ向けた施設ごとの優先順位づ

けを行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口動向の変化及び財政制約が強まる中、都市構造の変革や公共施設の老朽化・ニーズの変化へ
の対応等を果たす必要がある。

そのためには、市が保有する資産について、総合的・横断的な公共施設の機能の見直しや多機能
化等、公共施設の再編や行政サービスのあり方等の見直しによる資産の有効活用が重要となる。

資産の有効活用を実現するためには、データの収集・分析から方針、計画策定、さらにはＰＤＣ
Aサイクルの確立等による長期のマネジメント構築が必要である。

資
産
の
有
効
活
用

の
必
要
性

＜ホール等＞
平成28年度に耐震改修工事の予定となっている。運営者
が指定管理者になり利用者は増加しているが、施設全体
稼働率38％であり、利用向上に向けた工夫が必要である。

＜市民活動施設＞
施設の中には設置目的と利用実態にかい離がみられる施
設や利用の少ない施設もある。施設の必要性やあり方に
ついて検討が必要である。

＜公民館＞
各施設とも高齢者の利用が多く、社会教育施設であるた
め利用に制約があることなどが課題となっている。地域
の活動拠点として公民館のあり方を検討する必要がある。

＜小学校・中学校＞
公共施設の約49％を占め、徒歩圏内に設置された地域住
民にとって身近な施設であるが、他の公共施設に比べ老
朽化が進行している。施設の更新に際しては、地域の拠
点施設として複合化や多機能化等についても検討する必
要がある。

＜幼稚園・保育所＞
入所率が100％に満たない施設もあるが、希望の多い0歳
児から2歳児では定員オーバーの施設もあるなど、ニー
ズと施設整備にかい離が生じており、対策が必要である。

＜老人福祉センター＞
単独施設として3施設整備されており、浴室などの個人
利用が多い。今後は高齢化を踏まえ、地域福祉の相談機
能等のあり方について、総合的に検討する必要がある。

狭山市駅を中心に市街地を形成してい
る入間川地区は、広域対応の市役所や
市民会館等、本市の業務の中枢施設が
集積している。これらは災害時の防災
拠点としても重要であるため、計画的
な施設保全に努める必要がある。

県道沿いに市街地を形成している入曽
地区は、市内で2番目に人口減少率が
大きいことを踏まえ、将来の人口変化、
人口構成に応じた施設配置について検
討する必要がある。

畑・山林等が約70%を占めている堀兼
地区は、急激な高齢化の進行が見込ま
れているため、今後必要となる機能に
ついて検証する必要がある。

市街地と地区北部を流れる入間川沿岸
の農地により形成される奥富地区は、
地区内に整備されている施設が限られ
ているため、一体的な施設更新手法な
どについて検討する必要がある。

自然を活かした公園内にレクリエー
ション施設が立地している柏原地区は、
広域対応施設に比べて老朽化が顕著で
ある地域対応施設の対策が必要である。

大きな工業団地がある水富地区は、地
区内のほぼ全ての公共施設が築30年以
上となっており、優先順位づけを含め
た効率的な対応が必要である。

新狭山地区及び狭山台地区は、地区内
の公共施設が同時期に建設されており、
一斉に更新時期を迎える。そのため、
複合化等を含む一体的、かつ、計画的
な老朽化対策や建替え等の検討をする
必要がある。

第3章 主な用途の実態・課題 第5章 地区ごとの実態・課題

第4章 老朽化状況の実態・課題

構造躯体の健全性からは、学校施設で約7割、学校施設
以外で約5割の建物が長寿命化が期待できる。

大規模改修の実績が少なく、築20年以上の施設で不具合
が顕在化しており、特に公民館や学校、保育所等の劣化
が進行している。
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◆ 近隣 6市別施設保有量 

狭山市に隣接している 5 市と比較すると、狭山市の保有量は 3 番目となっています。 

市民 1 人当たりの施設保有量は、6 市平均は 2.24 ㎡/人であり、狭山市は平均と比較して約 1.2

倍となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.9 

72.7 

67.8 

34.1 

26.9 

12.9 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

狭山市

川越市

所沢市

入間市

飯能市

日高市

小中学校

公営住宅

その他

2.59㎡/人

2.08㎡/人

1.98㎡/人

2.28㎡/人

3.29㎡/人

2.26㎡/人

狭山市

川越市

所沢市

入間市

飯能市

日高市

施設保有量

（㎡）

人口（人）

H25.10.1

面積

（k㎡）

399,241 154,288 49.04

726,581 348,796 109.16

677,543 342,513 71.99

340,685 149,194  44.74

269,310 81,888 193.18

129,361 57,143 47.48

市民１人当たり

保有量 

6 市平均 

２.２４㎡/人

市民 1人当たり
平均 2.24 ㎡ 

施設保有量 
平均 42.4 万㎡

(万㎡)

施設保有量

市民 1人当たり保有量

（出典）総務省 公共施設状況調比較表（H18～H25） 
※ 狭山市の施設保有量は施設白書、人口は H27.1.1 
※ 狭山市以降の自治体の掲載順は施設保有量の多い順
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◆ 築年別整備状況と将来更新コスト 

公共施設白書を公表している近隣市との保有状況等について比較すると、市民 1 人当たり面積は、

本市が 2.6 ㎡と最も多く、築 30年以上の割合も、本市が約 71％と最も老朽化が進行しています。 

将来更新コストにおける現状との比較では、2.0 倍から 4.4 倍と、公共施設に係る投資的経費の

実績額に応じて差が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出典）各市データ：公共施設白書より 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

H
2
2

H
2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
6

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

H
3
1

H
3
2

H
3
3

H
3
4

H
3
5

H
3
6

H
3
7

H
3
8

H
3
9

H
4
0

H
4
1

H
4
2

H
4
3

H
4
4

H
4
5

H
4
6

H
4
7

H
4
8

H
4
9

H
5
0

H
5
1

H
5
2

H
5
3

H
5
4

H
5
5

H
5
6

H
5
7

H
5
8

H
5
9

H
6
0

H
6
1

H
6
2

H
6
3

H
6
4

H
6
5

H
6
6

（億円）

（年度）

大規模改修 大規模改修（積み残し） 建替え 建替え（積み残し）

投資的経費（既存更新分） 投資的経費（新規整備分） 投資的経費（用地取得分） 40年平均更新費用

0

10

20

30

40

50

60

70

80

H
2
1

H
2
2

H
2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
6

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

H
3
1

H
3
2

H
3
3

H
3
4

H
3
5

H
3
6

H
3
7

H
3
8

H
3
9

H
4
0

H
4
1

H
4
2

H
4
3

H
4
4

H
4
5

H
4
6

H
4
7

H
4
8

H
4
9

H
5
0

H
5
1

H
5
2

H
5
3

H
5
4

H
5
5

H
5
6

H
5
7

H
5
8

H
5
9

H
6
0

H
6
1

H
6
2

H
6
3

H
6
4

H
6
5

（億円）

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

S
3
4

S
3
5

S
3
6

S
3
7

S
3
8

S
3
9

S
4
0

S
4
1

S
4
2

S
4
3

S
4
4

S
4
5

S
4
6

S
4
7

S
4
8

S
4
9

S
5
0

S
5
1

S
5
2

S
5
3

S
5
4

S
5
5

S
5
6

S
5
7

S
5
8

S
5
9

S
6
0

S
6
1

S
6
2

S
6
3

H
1

H
2

H
3

H
4

H
5

H
6

H
7

H
8

H
9

H
1
0

H
1
1

H
1
2

H
1
3

H
1
4

H
1
5

H
16

H
1
7

H
1
8

H
1
9

H
2
0

H
2
1

H
2
2

H
2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
6

(万人)（㎡）

（年度）

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

～
19

49
19

50
19

51
19

52
19

53
19

54
19

55
19

56
19

57
19

58
19

59
19

60
19

61
19

62
19

63
19

64
19

65
19

66
19

67
19

68
19

69
19

70
19

71
19

72
19

73
19

74
19

75
19

76
19

77
19

78
19

79
19

80
19

81
19

82
19

83
19

84
19

85
19

86
19

87
19

88
19

89
19

90
19

91
19

92
19

93
19

94
19

95
19

96
19

97
19

98
19

99
20

00
20

01
20

02
20

03
20

04
20

05
20

06
20

07
20

08
20

09

(万人）

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

～
1
9
4
9

1
9
50

1
9
51

1
9
52

1
9
53

1
9
54

1
9
55

1
9
56

1
9
57

1
9
58

1
9
59

1
9
60

1
9
61

1
9
62

1
9
63

1
9
64

1
9
65

1
9
66

1
9
67

1
9
68

1
9
69

1
9
70

1
9
71

1
9
72

1
9
73

1
9
74

1
9
75

1
9
76

1
9
77

1
9
78

1
9
79

1
9
80

1
9
81

1
9
82

1
9
83

1
9
84

1
9
85

1
9
86

1
9
87

1
9
88

1
9
89

1
9
90

1
9
91

1
9
92

1
9
93

1
9
94

1
9
95

1
9
96

1
9
97

1
9
98

1
9
99

2
0
00

2
0
01

2
0
02

2
0
03

2
0
04

2
0
05

2
0
06

2
0
07

2
0
08

2
0
09

(万人）

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

S
26

S
27

S
28

S
29

S
30

S
31

S
32

S
33

S
34

S
35

S
36

S
37

S
38

S
39

S
40

S
41

S
42

S
43

S
44

S
45

S
46

S
47

S
48

S
49

S
50

S
51

S
52

S
53

S
54

S
55

S
56

S
57

S
58

S
59

S
60

S
61

S
62

S
63

H
1

H
2

H
3

H
4

H
5

H
6

H
7

H
8

H
9

H
10

H
11

H
12

H
13

H
14

H
15

H
16

H
17

H
18

H
19

H
20

H
21

H
22

H
23

H
24

H
25

（㎡）

（年度）

学校教育系施設 市民文化系施設 行政系施設 市営住宅

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 保健・福祉施設 子育て支援施設 社会教育系施設

供給処理施設 産業系施設 その他

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

20

40

60

80

100

120

140

160

平
成

1
8
年

1
9
年

2
0
年

2
1
年

2
2
年

2
3
年

2
4
年

2
5
年

2
6
年

2
7
年

2
8
年

2
9
年

3
0
年

3
1
年

3
2
年

3
3
年

3
4
年

3
5
年

3
6
年

3
7
年

3
8
年

3
9
年

4
0
年

4
1
年

4
2
年

4
3
年

4
4
年

4
5
年

4
6
年

4
7
年

4
8
年

4
9
年

5
0
年

5
1
年

5
2
年

5
3
年

5
4
年

5
5
年

5
6
年

5
7
年

5
8
年

5
9
年

6
0
年

6
1
年

6
2
年

6
3
年

6
4
年

6
5
年
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公共施設の将来の更新費用の推計

大規模修繕 築31年以上50年未満の公共施設の大規模修繕 建替え 既存更新分公共施設投資的経費

学校耐震化完了

（平成26年度）以降の

40年間の

更新費用総額

3,389.6億円

年更新費用の試算

既存更新分及び新規整備分

84.7億円

2.0倍

直近6年平均

公共施設投資的経費

既存更新分及び新規整備分

41.8 億円

築年別整備状況 将来更新コスト

1人当たり
2.1㎡／人

1人当たり
1.8㎡／人

年間更新費用の試算

58.5億円

現状の投資的経費等の

約 2.8倍

40年間の更新費用
総額

2,340億円

直近5年平均
公共施設に係る
投資的経費

21.3億円

年間更新費用の試算

47.0億円

現状の投資的経費等の

約 4.4倍

40年間の更新費用
総額

1,882億円

直近5年平均
公共施設に係る
投資的経費

10.6億円

年間更新費用の試算

84.7億円

現状の投資的経費等の

約 2.0倍

40年間の更新費用
総額

3,389.6億円
直近6年平均
投資的経費

41.8億円

歳出に占める投資
的経費割合 ６．２％

（H25）

歳出に占める投資的
経費割合 １０．３％

（H25）

歳出に占める投資的
経費割合 ８．８％

（H25）

2.8
倍

4.4
倍

2.0
倍

（人口）

所沢市

延床面積
62.8万㎡

築30年以上
37.1万㎡（59％）

築30年未満
25.7万㎡（41％）

34.3万人

（人口）

入間市

延床面積
32.3万㎡

築30年以上
21.6万㎡（67％）

築30年未満
10.6万㎡（33％）

15.0万人

（人口）

狭山市

延床面積
39.9万㎡

築30年以上
28.5万㎡（71％）

築30年未満
11.4万㎡（29％）

15.4万人

1020304050

1020304050

1020304050

1人当たり
2.6㎡／人
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◆ 用途別保有状況 

用途別保有状況では、学校教育系施設の占める割合が約 49％と本市は 3 市の中で最も低くなっ

ており、一方で、公営住宅の割合が約 13％と高いことが分かります。 

ホールや公民館等の市民文化系施設は、3 市とも約 9％から 10％で同水準となっています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（出典）各市データ：公共施設白書より 

用途単位、地区単位の改善検討だけでなく、広域連携等あらゆる改善の可能性を含めて、

課題解決へ向けた検討が必要である。 

学校教育施設
学校教育施設

学校教育施設

39.9 

32.3 

62.8 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

狭山市 入間市 所沢市

その他

医療施設

図書館等

産業系施設

供給処理施設

公園

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設

市営住宅

子育て支援施設

保健・福祉施設

市民文化系施設

行政系施設

学校教育施設

狭山市 入間市 所沢市

19.7万㎡
（49%）

小 15校
中 10校 小 16校

中 11校

小 32校
中 15校

36.5万㎡
（58%）

17.4万㎡
（54%）

2.6万㎡（6%）

2.4万㎡（7%）

5.1万㎡
（8%）

3.5万㎡
（9%）

3.0万㎡
（9%）

6.3万㎡
（10%）

2.5万㎡
（4%）

2.6万㎡
（4%）

5.0万㎡
（13%）

2.2万㎡（7%）

5.1万㎡
（8%）

2.3万㎡（4%）

2.3万㎡（5%）

1.8万㎡（5%）

1.3万㎡（3%）

1.5万㎡（5%）

1.3万㎡（4%）

1.8万㎡（6%）

1.3万㎡（4%）
1.1万㎡（3%）学校教育施設

学校教育施設

学校教育施設

学校教育施設

40.1 

32.3 

92.9 

38.2 
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80.0

90.0
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狭山市 入間市 市川市 習志野市
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供給処理施設
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その他

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設

市営住宅

子育て支援施設

保健・福祉施設

市民文化系施設

行政系施設

学校教育施設

（小学校、中学校等）

（公民館、自治会館等）

（本庁舎、消防車庫等）

（地域活動センター等）

（駐車場、公衆トイレ等）

（急患センター等）

（図書館、博物館等）

（労働センター、商工会館等）

（浄化センター、環境センター等）

（公園、公園管理事務所等）

（動物園、植物園等）

（児童館、幼稚園、保育所等）

（万㎡）

1.5万㎡（4%）

学校教育施設
学校教育施設

学校教育施設

39.9 

32.3 

62.8 
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第６章 今後の公共施設のあり方 

 

  

２．今後の進め方 

今後は、公共施設白書でとりまとめた実態データに基づき、利用状況とコスト状況から見る課題、

老朽化状況と利用状況等から見る課題などを抽出し、改善の方向性及び基本方針素案を検討します。 

さらに地域特性等を踏まえ、地区ごとの将来のまちづくりの方向性を見据えながら、施設や機能

の再配置へつなげてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設白書
の作成

方針検討

総合管理
計画
の策定

実 行

基本方針・方策
の具体化

公共施設の
管理に関する

方針

インフラの
改善検討

(インフラ方針)

公共施設等の総合的かつ計画的な基本方針

施設類型ごとの管理に関する基本的な方針

公共施設等総合管理計画の策定

個別計画

平
成

年
度

２７

平
成

年
度

２８

年
度
～

２９
再編計画など

劣化 利用

狭山市公共施設白書（平成２８年２月）

面積当たり利用者数多

面積当たり利用者数少

劣
化

良

劣
化

悪

基本方針
案
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