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第 1 章 公共施設再配置計画の概要 

第 1章 公共施設再配置計画の概要 
 

１. 計画の目的 

本市では、2016 年度に策定した公共施設等総合管理計画において、公共施設等の管理方針や再配置に

おける具体的な数値目標を取り決めました。今後は、各公共建築物やインフラ資産ごとに、対策の優先

順位や内容、時期及び費用等を示した個別施設計画の策定を進める必要があります。 

本計画は、今後の人口構造や市民ニーズ等の変化を見据え、施設総量や施設配置の最適化を図るため、

長期的な視点をもって、公共施設の統廃合、複合化等の再配置方針を定めることを目的とします。 

 

２. 計画の位置付け 

本市では、公共施設等総合管理計画の策定を受けて、2017 年度に学校施設の個別施設計画である「学

校施設長寿命化計画」を策定しました。一方、建物の老朽化や少子化対策を含む利用実態の変化へ対応

するため、公立保育園の老朽化対策、適正な配置や規模等のあり方に関する基本方針として、「公立保

育園適正配置方針」を策定しました。 

「公共施設再配置計画」と「公共施設長寿命化計画」は、公共施設等総合管理計画（行動計画）を上

位計画として、これら策定済みの計画や方針を反映し、前者は公共施設の規模、配置等の再配置に係る

方針、後者は修繕・改修等の長寿命化に係る方針について、公共施設全体を統括してまとめたものにな

ります。 

本計画は、公共施設長寿命化計画における改修・更新等の内容と整合を図りながら、施設毎の再配置

の方向性と概ねの実施時期を示したものであり、数値目標の達成に向けた具体的な道筋を示す個別施設

計画として位置付けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

橋梁長寿命化

修繕計画 

インフラ資産 

【個別施設計画】 

（総務省）

（国土交通省） 

公共建築物 

【行動計画】 

（文部科学省） 

公共施設全体の規模、配

置等の再配置に係る計画

(譲渡、複合化など) 

公共施設再配置計画 

公共施設全体の修繕・改修

等の長寿命化に係る計画 

（実施時期、費用など） 

公共施設長寿命化計画

公園施設 

長寿命化計画

学校施設長寿命化計画

・学校施設の目指すべき姿

・学校施設の長寿命化、規

模、配置計画等の方針 

・改修等の整備水準 

・5ヵ年の実施計画 など

公立保育園適正配置方針 

公立保育園の規模、配置計画

等の方針 

※（ ）…手引きや指針に基づく計画書の
策定を要請している関係省庁 

・公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

・数値目標（2056 年度までに公共建築物の延

床面積を約 13%（約 1.3万㎡）縮減） 

公共施設等総合管理計画 

（国土交通省） 

反映 

反映

＜計画の位置付け＞ 
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今後 40 年間において、公共建築物の延床面積を約 13％縮減する。（約 1.3 万㎡） 

３. 計画期間 

計画期間は、上位計画である公共施設等総合管理計画と同様に、2056 年度までとします。 

また、計画期間を 10年ごとの 4期に区分するとともに、今後の社会情勢や市民ニーズ等の変化に対応

する必要があるため、5年間隔を目途に計画の見直しを行うことを基本とします。 

 

 

４. 縮減目標 

公共施設等総合管理計画にて、下記の条件で今後 40 年間に必要な更新等に係る経費の見込みの試算を

行いました。 

事後保全型管理 壊れてから修繕する。建築物の目標耐用年数は 60年。 

予防保全型管理 
建築後の経過年数が 30年と 60年目で大規模修繕を行う。

建築物の目標耐用年数は 80 年。 

予防保全型管理を行った場合、今後 40年間に必要な更新等に係る経費の見込みは全体で約 334億円（約

8.4 億円/年）となり、事後保全型管理と比べると、約 42％縮減される見込みとなりますが、充当可能な

財源の見込みは約 168 億円（約 4.2 億円/年）であり、約 4.2 億円/年の財源が不足します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 不足する財源を補うため、延床面積を縮減によって、公共施設等の更新に係る経費と維持管理・運営

費を縮減することを目指し、縮減目標を設定します。 

 

 

 

計画区分 第 1 期 第 2期 第 3 期 第 4 期 

年度 2019～2026 年度 2027～2036 年度 2037～2046 年度 2047～2056 年度

公共施設等総合管理計画     

公共施設再配置計画     

0

500
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0
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2
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2
0
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2
0
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2
0
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2
0
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（百万円）

（年度）

岩倉市の縮減目標 

経費の見込み

約 8.4 億円/年

財源の見込み

約 4.2 億円/年

＜公共施設再配置計画の計画期間＞ 

2017 年度から 2056 年度までの 40年間 

第 1期計画期間

（2021 年見直し）

第 2期計画期間

（2031 年見直し）

第 3期計画期間

（2041 年見直し）

第 4期計画期間

（2051 年見直し）

＜今後 40年間に必要な更新等に係る経費の見込みの試算＞ 
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５. 計画の対象施設 

本計画の対象施設は、本市が保有する 76 施設の公共施設（延床面積が 30 ㎡以上の建物で自転車置き

場や倉庫などの簡易な建物などを除く）のうち、以下の 58施設とします。 

＜公共施設再配置計画の対象施設一覧＞ 

施設分類 用途 施設数 施設の名称 

市民文化系施設 

集会施設 5 
●大市場町公会堂 ●曽野町公会堂 ●東新町公会堂

●北島町多目的センター ●川井町文化会館 

学習等共同利用施設 8 
●八剱会館 ●東町会館 ●大上市場会館 ●神野会館 

●泉会館  ●中野会館 ●石仏会館 ●井上会館 

文化施設 1 ●市民プラザ 

社会教育系施設 

図書館 1 ●図書館 

その他社会教育系施設 
2 

●青少年宿泊研修施設希望の家 

●生涯学習センター 

スポーツ・レクリエーション系施設 スポーツ施設 1 ●総合体育文化センター 

学校教育系施設 
学校 7 

●岩倉北小学校（市立体育館を含む） 

●岩倉南小学校 ●岩倉東小学校  

●五条川小学校 ●曽野小学校 

●岩倉中学校  ●南部中学校 

その他教育系施設 1 ●学校給食センター 

子育て支援施設 

保育園 7 

●中部保育園 ●北部保育園 ●南部保育園  

●東部保育園 ●西部保育園 ●仙奈保育園  

●下寺保育園 

児童館 5 
●第二児童館 ●第三児童館 ●第四児童館 

●第六児童館 ●第七児童館 

地域交流センター 3 

●地域交流センター（ポプラの家） 

●地域交流センター（みどりの家） 

●地域交流センター（くすのきの家） 

子ども発達支援施設 1 ●あゆみの家 

保健・福祉施設 
高齢福祉施設 3 

●南部老人憩の家  ●ふれあいセンター 

●多世代交流センターさくらの家 

保健施設 1 ●保健センター 

医療施設 医療施設 1 ●休日急病診療所 

行政系施設 

庁舎等 １ ●市役所（公用車駐車場を含む） 

消防施設 6 

●消防署   ●防災コミュニティセンター 

●第 1分団車庫   ●第 2 分団車庫 

●第 3分団車庫   ●第 4 分団車庫    

その他行政系施設 1 ●清掃事務所 

公営住宅 公営住宅 1 ●市営大山寺住宅 

その他 その他 2 
●放置自転車等保管場所 

●岩倉駅自転車駐車場 

＜対象から除外した施設一覧＞ 

施設名 除外理由 

駅西公衆便所 2016 年度の建て替えにより、延床面積が 30㎡を下回ったため 

公用車駐車場 市役所の機能の一部であり、市役所に含めて検討するため 

スポーツ施設及び公園・広場等 
施設全体に占める建物の割合が小さく、当該建物の評価がスポーツ施設または公

園・広場等の全体の再配置の方向性に与える影響が小さいと判断されるため 

市立体育館 岩倉北小学校の機能の一部であり、同校に含めて検討するため 

排水機場、水源及び配水場 河川または上水道全体の事業計画と合わせて検討していく必要があるため 
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＜公共施設一覧表＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設
分類

用途 施設名称 所管部課 現在地
小学
校区

建築
経過
年数
(年)

棟数
(棟)

延床
面積
(㎡)

構造

市民文化系施設

集会施設

1 大市場町公会堂 建設部上下水道課 大市場町郷廻184番地3 曽野 1980 38 1 308 鉄筋コンクリート造

2 曽野町公会堂 建設部上下水道課 曽野町宮前1番地 曽野 1982 36 1 310 鉄筋コンクリート造

3 東新町公会堂 建設部上下水道課 東新町釜之口1番地1 岩倉東 1985 33 1 447 鉄筋コンクリート造

4 北島町多目的センター 建設部上下水道課 北島町宮東1315番地 岩倉南 1995 23 1 196 鉄骨造

5 川井町文化会館 建設部上下水道課 川井町井上1294番地3 岩倉南 1997 21 1 90 鉄骨造

学習等共同利用施設

6 八剱会館 教育こども未来部生涯学習課 八剣町郷81番地1 五条川 1983 35 1 330 鉄筋コンクリート造

7 東町会館 教育こども未来部生涯学習課 東町東市場屋敷351番地1 岩倉北 1984 34 1 329 鉄筋コンクリート造

8 大上市場会館 教育こども未来部生涯学習課 宮前町一丁目2番地 岩倉北 1985 33 1 329 鉄筋コンクリート造

9 神野会館 教育こども未来部生涯学習課 神野町平久田41番地 五条川 1985 33 1 138 鉄筋コンクリート造

10 泉会館 教育こども未来部生涯学習課 泉町西新溝廻間1番地7 岩倉北 1985 33 1 140 鉄筋コンクリート造

11 中野会館 教育こども未来部生涯学習課 東町馬出58番地2 岩倉北 1985 33 1 140 鉄筋コンクリート造

12 石仏会館 教育こども未来部生涯学習課 石仏町中屋敷597番地1 五条川 1986 32 1 330 鉄筋コンクリート造

13 井上会館 教育こども未来部生涯学習課 井上町東畑田156番地1 五条川 1986 32 1 139 鉄筋コンクリート造

文化施設

14 市民プラザ 総務部協働推進課 昭和町二丁目17番地 岩倉南 1975 43 1 1,088 鉄筋コンクリート造

社会教育系施設

図書館

15 図書館 教育こども未来部生涯学習課 昭和町二丁目17番地 岩倉南 1982 36 1 2,521 鉄筋コンクリート造

その他社会教育系施設

16 青少年宿泊研修施設希望の家 教育こども未来部子育て支援課 川井町江崎3819番地1 岩倉南 1986 32 1 978 鉄筋コンクリート造

17 生涯学習センター 教育こども未来部生涯学習課 本町神明西20番地 岩倉北 2009 9 1 2,022 鉄筋コンクリート造

スポーツ・レクリエーション系施設

スポーツ施設

18 総合体育文化センター 教育こども未来部生涯学習課 鈴井町下新田123番地 岩倉北 1989 29 1 7,967 鉄筋コンクリート造

学校教育系施設

学校

19 岩倉北小学校 教育こども未来部学校教育課 本町南新溝廻間2番地 岩倉北 1961 57 4 6,603 鉄筋コンクリート造

20 岩倉南小学校 教育こども未来部学校教育課 大地町小森93番地1 岩倉南 1961 57 5 6,742 鉄筋コンクリート造

21 岩倉東小学校 教育こども未来部学校教育課 東町掛目1番地 岩倉東 1965 53 3 5,920 鉄筋コンクリート造

22 五条川小学校 教育こども未来部学校教育課 神野町郷浦18番地 五条川 1975 43 2 4,471 鉄筋コンクリート造

23 曽野小学校 教育こども未来部学校教育課 曽野町井森1番地 曽野 1981 37 2 6,088 鉄筋コンクリート造

24 岩倉中学校 教育こども未来部学校教育課 西市町竹之宮24番地 岩倉北 1967 51 4 8,850 鉄筋コンクリート造

25 南部中学校 教育こども未来部学校教育課 曽野町江毛1番地 曽野 1976 42 4 8,216 鉄筋コンクリート造

その他学校教育系施設

26 学校給食センター 教育こども未来部学校教育課 大地町下塚田2番地1 岩倉南 2016 2 1 2,387 鉄骨造

子育て支援施設

保育園

27 中部保育園 教育こども未来部子育て支援課 本町畑中65番地 岩倉北 1970 48 1 1,037 鉄筋コンクリート造

28 北部保育園 教育こども未来部子育て支援課 石仏町稲葉144番地24 五条川 1966 52 3 739 木造

29 南部保育園 教育こども未来部子育て支援課 大地町小森5番地 岩倉南 1997 21 1 838 鉄筋コンクリート造

30 東部保育園 教育こども未来部子育て支援課 大市場町順喜11番地 曽野 1968 50 3 1,135 鉄骨造

31 西部保育園 教育こども未来部子育て支援課 西市町二本木19番地8 岩倉北 1969 49 2 535 鉄骨造

32 仙奈保育園 教育こども未来部子育て支援課 東町仙奈158番地 岩倉東 1974 44 1 652 鉄骨造

33 下寺保育園 教育こども未来部子育て支援課 下本町下寺廻107番地1 曽野 1977 41 1 686 鉄筋コンクリート造

児童館

34 第二児童館 教育こども未来部子育て支援課 宮前町二丁目69番地 岩倉北 1968 50 1 187 鉄骨造

35 第三児童館 教育こども未来部子育て支援課 下本町下市場27番地 曽野 2003 15 1 674 鉄筋コンクリート造

36 第四児童館 教育こども未来部子育て支援課 稲荷町羽根24番地3 曽野 1997 21 1 380 鉄筋コンクリート造

38 第六児童館 教育こども未来部子育て支援課 石仏町往還東南33番地 五条川 1973 45 1 210 鉄筋コンクリート造

39 第七児童館 教育こども未来部子育て支援課 曽野町花ノ木57番地 曽野 1974 44 1 210 鉄筋コンクリート造

地域交流センター

37 地域交流センター（ポプラの家） 教育こども未来部子育て支援課 東新町南江向24番地5 岩倉東 1996 22 1 561 鉄筋コンクリート造

40 地域交流センター（みどりの家） 教育こども未来部子育て支援課 中央町二丁目20番地 岩倉南 1995 23 1 717 鉄筋コンクリート造

41 地域交流センター（くすのきの家） 教育こども未来部子育て支援課 中本町西出口15番地１ 岩倉北 2001 17 1 908 鉄筋コンクリート造

子ども発達支援施設

42 あゆみの家 教育こども未来部子育て支援課 東町仙奈158番地 岩倉東 1974 44 1 127 鉄骨造
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※2018 年 4月時点の値 

※複数棟ある施設の建築年度と構造は、その施設の中で一番面積の大きい棟の情報を表示（学校については、

最も築年数の古い校舎の情報を表示）しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設
分類

用途 施設名称 所管部課 現在地
小学
校区

建築
経過
年数
(年)

棟数
(棟)

延床
面積
(㎡)

構造

保健・福祉施設

高齢福祉施設

43 南部老人憩の家 健康福祉部長寿介護課 大地町郷前32番地 岩倉南 1976 42 1 389 鉄筋コンクリート造

44 ふれあいセンター 健康福祉部福祉課 西市町無量寺2番地１ 岩倉北 1992 26 1 1,593 鉄筋コンクリート造

45 多世代交流センターさくらの家 健康福祉部長寿介護課 八剱町下池田806番地1 五条川 2010 8 1 1,061 鉄筋コンクリート造

保健施設

46 保健センター 健康福祉部健康課 旭町一丁目20番地 岩倉南 1986 32 1 1,274 鉄筋コンクリート造

医療施設

医療施設

47 休日急病診療所 健康福祉部健康課 旭町一丁目20番地 岩倉南 1974 44 1 248 鉄筋コンクリート造

行政系施設

庁舎等

48 市役所 総務部行政課 栄町一丁目66番地 岩倉北 2001 17 1 10,454 鉄骨鉄筋コンクリート造

消防施設

49 消防署 消防本部総務課 川井町北穴田119番地 岩倉南 1996 22 2 1,963 鉄筋コンクリート造

50 第1分団車庫 消防本部総務課 神野町平久田39番地 五条川 1992 26 1 43 鉄骨造

51 第2分団車庫 消防本部総務課 鈴井町立切64番地1 岩倉北 2014 4 1 76 鉄骨造

52 第3分団車庫 消防本部総務課 中本町古市場47番地2 岩倉北 2003 15 1 67 鉄骨造

53 第4分団車庫 消防本部総務課 稲荷町稲荷76番地3 曽野 2005 13 1 55 鉄骨造

54 防災コミュニティセンター 消防本部総務課 大山寺元町8番7 曽野 2005 13 1 447 鉄筋コンクリート造

その他行政系施設

55 清掃事務所 市民部環境保全課 石仏町稲葉1番地 五条川 1975 43 1 518 鉄骨造

公営住宅

公営住宅

56 市営大山寺住宅 建設部都市整備課 大山寺町前畑2番地 曽野 1972 46 3 2,519 プレキャストコンクリート造

その他

その他

57 放置自転車等保管場所 総務部危機管理課 旭町二丁目53番地1 岩倉南 1995 23 1 82 鉄骨造

58 岩倉駅自転車駐車場 総務部危機管理課 本町神明西20番地 岩倉北 2009 9 1 617 鉄骨造

合計 83 98,081
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＜公共施設の配置状況図＞ 
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第 2章 岩倉市の現況 

 

１. 公共施設の保有状況 

2016 年度に策定した公共施設等総合管理計画において対象とした公共建築物（延床面積が 30 ㎡以上の

建物で、自転車置き場や倉庫などの簡易な建物などを除く）の総数は、76 施設（123 棟）で、延床面積

は 101,273 ㎡です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜施設分類別の延床面積の割合＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民文化系施設
4.4%

社会教育系施設
5.5%

スポーツ・レクリエーション系

施設
9.1%

学校教育系施設
48.6%

子育て支援施設
9.5%

保健・福祉施設
4.3%

医療施設
0.2% 行政系施設

13.4%

公営住宅
2.5%

公園・広場等（建築物）
0.2%

その他
1.1%

上水道施設（建築物）
1.2%
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本市の公共建築物は、1960 年代から 1980 年代にかけて、集中的に整備が行われています。その約 6割

の施設が、建築後の経過年数が 30年を超えており、全体的に老朽化が進行している状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2016 年 3月時点の値 

 

 

２. 人口の見込み 

「岩倉市人口ビジョン」における将来推計値によると、2015 年度から 40 年後の 2055 年度までの総人

口は 15％減少すると推計されています。年齢階層別では、年少人口は変化が少ないものの、生産年齢人

口は減少し、老年人口は増加する見込みであることから、公共施設等に求められる将来の利用需要が大

きく変化していくことが想定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜公共建築物の建築後の経過年数割合＞ 

＜2015 年度から 2055 年度までの人口推計＞ 

6,432 6,277 6,119 5,912 5,965 6,170 6,269 6,186 5,986

29,281 28,234 27,661 26,846 25,334 23,487 22,400 21,817 21,626

11,347 12,133 12,128
12,168

12,602
13,329

13,368 13,050 12,373

47,060 46,643 45,907 44,926
43,900 42,986

42,038
41,053 39,985

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

平成27 平成32 平成37 平成42 平成47 平成52 平成57 平成62 平成67

（人）

（年度）

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上） 合計

老年人口比率 

24.1％ 

老年人口比率

30.9％ 

生産年齢

人口比率 

62.2％ 

生産年齢

人口比率

54.1％

年少人口比率 

13.7％ 

年少人口比率

15.0％ 

※岩倉市人口ビジョン（2016 年 3月策定）を基に作成

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055

10年以内
6.1%

11年以上20年以内
13.3%

21年以上30年以内
16.2%31年以上

64.4%
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３. 財政状況 

 2008 年度から 2017 年度までの本市の歳入は 140 億円から 160 億円で推移しています。そのうち市税は

おおむね 62～67 億円とほぼ一定で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜過去 10年間の歳入の推移＞ 
 

 2008 年度から 2017 年度までの本市の歳出は 130 億円から 160 億円で推移しています。そのうち普通建

設事業費は 7～24 億円で、平均 16億円です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜過去 10年間の歳出の推移＞ 

6,749 6,389 6,212 6,219 6,281 6,288 6,400 6,473 6,742 6,795

731
267 488 335 377 465 646 689

693 65

578

897 526 874 716 849
851 726

1,151

965

734
742 882 849 830 885

893 858

873

868

1,761 2,609
1,898 1,827 1,608

2,116
2,058 2,334

2,210

2,031

1,127
1,034

1,502 1,672
1,689

1,559 1,526 1,538
1,372

1,382

984 884
1,104 955

897

1,004 975
1,158

1,616

725
746 784 725 725

737

855
1,072

903

886

907
811 780

757 725
681
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798

1,200

1,065

1,146
14,220 14,386 14,095 14,182

13,816
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15,879
16,608

14,884
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14,000

16,000

18,000

20,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 （年度）

その他依存財源

県支出金

地方債

地方交付税

国庫支出金

その他自主財源

繰越金

繰入金

市税

(百万円)

1,795 1,955
2,686 2,847 2,891 2,932 3,227 3,314 3,521 3,565

2,990 2,907
2,729 2,773 2,723 2,730

2,689 2,667 2,600 2,731
1,463 1,457

1,404 1,344 1,322 1,304 1,291 1,072 1,069 1,091
2,430 2,115 1,464 1,059 739

1,220
1,662 2,150

2,434
847

1,482 1,694 1,725 1,777
1,855

1,784

1,910
1,956

2,135

2,086

990
1,672

1,013
906

861
1,141

961
840

808

798

1,319

1,355

1,434
1,517

1,592

1,694
1,727

1,849
1,880

1,893

853
706

767 1,242
983

1,105
1,024

881

1,195

1,177
13,322

13,860
13,221 13,466

12,967

13,911
14,493 14,728

15,642

14,188

0

2,000
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8,000

10,000
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14,000

16,000

18,000

20,000
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その他

繰出金

補助費等

物件費

普通建設事業費

公債費

人件費

扶助費

(百万円)
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第 3章 公共施設の目指すべき姿と公共施設再配置計画の基本方針 

 

１. 公共施設の目指すべき姿 

厳しい財政状況が予想される中で、将来にわたって持続可能な公共サービスを提供するため、岩倉市

では以下の 3 つの姿の実現を目指し、公共施設の再配置に取組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設を維持管理・運営していく上では多額の費用が必要となるため、今後は、公

共施設を経営資源と捉え、既存の公共施設の集客力や稼働率を向上させ、公共施設とし

ての機能を最大限に発揮させるとともに、余剰資産の活用などにより公共施設の経費に

充当可能な財源の確保を目指します。 

また、公共施設を長く活用するため、従来の事後保全型管理から予防保全型管理へと

転換し、公共施設の長寿命化を目指します。 

公共施設の目指すべき姿（将来像） 

  公共施設の最大限の有効活用 将来像 3 

 

人口減少や少子高齢化などの人口構造の変化に伴い、市民から求められる公共サービ

スの内容も変化するため、今後は、市民ニーズに合わなくなった公共サービスを減らす

とともに、市民ニーズに応じた公共サービスの提供を目指します。 

また、地域特性や利用者の視点に立った公共サービスの提供方法（場所）を検討する

とともに、民間事業者等のノウハウを積極的に導入するなど、公共サービスの質の向上

を目指します。 

  時代の変化に応じた公共サービスの提供 将来像 2 

 

公共施設等総合管理計画に示されるように、財政面での課題から、現在市が保有する

公共施設を将来にわたり全て維持することは現実的ではないため、次世代に過度な負担

を残すことがないよう、長期的な視点に立って公共施設総量の削減により財政負担を軽

減しつつ、持続可能な公共サービスを提供することを目指します。 

また、公共施設ありきの公共サービスからの転換を図り、更新等に係る経費の削減を

図るとともに、施設の老朽化に起因する事故を防ぎ、公共施設の安全・安心の確保を目

指します。 

  次世代にわたる持続可能な公共サービスの継承 将来像 1 
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２. 公共施設再配置計画の基本方針 

岩倉市の公共施設の目指すべき姿を踏まえ、市の公共施設全体について、今後 38 年間の再配置の基本

方針を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設再配置計画の基本方針 

 機能が重複する既存施設の統合・廃止の推進 方針 1 

◆同一地域内に複数ある施設や機能が重複する施設は、機能統合による集約化を推進

し、原則として新規整備を行わないものとします。 

◆稼動率が低く利用者が限定される施設は、廃止または民間事業者や地区等への譲渡

を原則とします。 

 

 人口構造の変化に応じた既存施設の複合化（多機能化）の推進 方針 2 

◆今後見込まれる余剰空間は、新たな市民ニーズに対応するため、複合化や多機能ス

ペースとしての活用を原則とします。 

◆施設の建替え時には、将来の利用需要を十分に検討し、延床面積の縮減や施設再編

を推進します。 

 

 民間事業者との連携の強化 方針 3 

◆公共施設の維持管理・運営に係る経費を削減し、質の高い公共サービスを持続的か

つ効率的に提供するため、指定管理者制度、包括発注及びPPP/PFIなどの民間事業

者の資金・ノウハウを積極的に活用します。 

◆民間施設の利活用により、公共施設に依存しない公共サービスの提供を推進します。

◆公共施設を経営資源として捉え、余剰となった公共施設や土地などを民間事業者に

委ね、賃借料収入等の財源確保を図ります。 

 

 公共施設の長寿命化の推進 方針 4 

◆施設の建替え時には、予防保全型管理を徹底し、目標耐用年数を概ね80年とした施

設の長寿命化を推進し、施設の安全・安心の確保、財政負担の軽減・平準化を図り

ます。 

◆既存の老朽化した公共施設については、確実な点検・診断により施設の健全性を評

価した上で、概ね60年まで使用することを目標とします。 
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第 4章 公共施設の一次評価 

 

１. 施設評価の概要 

施設ごとの再配置方針を決めるにあたり、それぞれの施設の現状について評価します。評価は３段階

に分けて行い、一次評価では建築物の品質や利用状況等について、二次評価では公共性や立地特性等に

ついて評価し、その結果を受けて再配置方針として個別評価を行い、最終評価を決定します。 

 

＜最終評価決定までの流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二
次
評
価 

 

一
次
評
価 

類似機能別に対象施設を分類 

・市民利用型施設 

・利用者限定型施設 

・義務的施設 

ポートフォリオ分析 

・ハード（品質） 

・ソフト（供給・財務） 

一次評価結果 

評価フロー分析 

・公共性の有無 

・避難所指定及び代替施設 

・統合／複合化の可否 

・規模縮小の可否 

二次評価結果 

 

個
別
評
価 

再配置方針 

・地域の実情、特性 

・施設の管理状況 

・所管課及び関係団体ヒアリング 

・検討委員会意見 

最終評価結果 
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第 4 章 公共施設の一次評価 

 

２. 一次評価の方法 

(１) 一次評価の方法 

① ポートフォリオの利用について 

ポートフォリオ分析は、評価対象に対する情報を二次元に配置することで、優先的に改善するべき箇

所を明らかにする手法です。一次評価では公共施設のハード（品質）とソフト（供給、財務）に着目し、

再編の方向性を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 各評価項目の内容と算出方法 

ハード（品質）とソフト（供給、財務）の各評価項目は、以下の分析項目と内容に応じて点数化を行

い、それぞれの偏差値を算出します。 

ハード評価は、施設用途に関わらず全ての施設を対象とし、点数化した各分析項目の合計点から偏差

値を算出します。 

ソフト評価は、供給・財務それぞれの偏差値を評価点として算出するとともに、供給評価点と財務評

価点の配分を設定し、その合計を偏差値とします。なお、ソフト評価においては、2013 年度～2015 年度

の平均値を使用します。 

＜各評価項目の分析項目と内容＞ 

評価項目 分析項目 分析内容 

ハ
ー
ド 

品
質 

経過年数 

木造の耐用年数を 40 年、それ以外を 60年とし、2018 年度時点での

老朽化度（経過年数÷耐用年数）を算出し、0～5点に点数化する。

※構造の異なる複数棟からなる施設の場合、構造ごとの面積の割合

で按分した老朽化度を合計し、算出する。 

劣化状況 

2014 年度に実施した公共施設現況調査による健全度判定に基づき、

屋根、外装、内装、機械設備、電気設備、屋外の 6 つの部位の判定

結果からなる調査点を算出し、0～3 点に点数化する。 

耐震性能 
2014 年度時点において、耐震基準を満たしている棟は 1点、耐震基

準を満たしていない棟は 0 点とし、0～1点で点数化する。 

バリアフリー状況 

2014 年度時点でのエレベーター、障害者用トイレ、車いす用スロー

プ、自動ドア、手すり、誘導ブロックの 6 項目における対応状況に

おいて、対応状況を 0～1点で点数化する。 

ソ
フ
ト 

供
給利用状況 

施設利用状況に応じた単位（面積あたりの 1 日平均利用者数など）

をもとに偏差値を算出する。 

財
務

コスト状況 
施設用途に応じた単位（利用者 1 人あたりのコストなど）をもとに

偏差値を算出する。 

A B 

C D 

ハード（品質） 

ソ
フ
ト
（
供
給
・
財
務
）

＜本計画でのポートフォリオの内容＞ 

判定 評価の概要 

Ａ ハード・ソフトともに優れている 

Ｂ ハードは劣るがソフトが優れている 

Ｃ ハードは優れているがソフトが劣る 

Ｄ ハード・ソフトともに劣る 
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第 4 章 公共施設の一次評価 

 

③ 一次評価の判定方法 

一次評価結果ごとの再配置の方向性は、以下の通り設定します。 

＜ポートフォリオ分析の判定方法＞ 

評価 評価の概要 再編の方向性 
二次評価
の対象 

Ａ評価 
ハード評価及びソフト評

価ともに優れている 
施設の維持保全を実施しながら継続使用 － 

Ｂ評価 
ソフト評価は優れている

もののハード評価は劣る 

施設の改修や更新時に他施設との複合化を検

討するなど、機能は維持しハード面を「改善」
○ 

Ｃ評価 
ハード評価は優れている

もののソフト評価に劣る 

Ｂ評価施設への用途変更や稼働率向上を図る

他施設との統合、複合化など、機能の廃止を含

めてソフト面を「見直し」 

○ 

Ｄ評価 
ハード評価及びソフト評

価ともに劣る 

民営化や譲渡などの手法を用いて、現在の施設

を「廃止」 
○ 

 

なお、利用状況の情報がなく、ソフト評価値が算出できない施設については、ハード評価値の大小に

着目し、偏差値が 50を下回る施設を対象に、コスト状況や施設の性質等を総合的に判断して、個別に検

討します。 

＜ハード評価偏差値による判定方法＞ 

ハード 
評価 

評価の概要 再編の方向性 
二次評価
の対象 

50 以上 ハード評価は優れている 施設の維持保全を実施しながら継続使用 － 

50 未満 ハード評価は劣っている 個別に検討 ○ 
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第 4 章 公共施設の一次評価 

 

(２) 対象施設の分類 

公共施設には、義務的な公共サービスの提供を行うものから特定の目的のみに利用されるものなどが

含まれます。そのため、全ての施設を同じ基準で評価することは適切ではありません。本計画では、公

共施設の類似機能に着目して、分野横断的に施設のあり方を検討することとし、一次評価に先立ち、対

象とする 58 施設を以下の 3 つの型に分類します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜対象施設の分類＞ 

 

 

 

 

本計画の対象施設 

（58施設） 

主に貸室や市民利用を目的

とした市民生活を豊かにする

ための施設 

特定の利用者のみが利用で

きる一定水準の市民生活を維

持する上で必要な施設 

市民生活を維持する上で市

に最低限 1箇所は必要であ

り、行政が担うべき施設 

主に利用状況の良否が重要

となる施設 

利用状況に加え、施設ごとの

個別評価が必要な施設 

相対比較ではなく、施設ごと

の個別評価が必要な施設 

・集会施設（5施設） 

・学習等共同利用施設（8 施設） 

・市民プラザ 

・図書館 

・青少年宿泊研修施設希望の家 

・生涯学習センター 

・総合体育文化センター 

・児童館（5 施設） 

・地域交流センター（3施設） 

・南部老人憩の家 

・ふれあいセンター 

・多世代交流センターさくらの家 

・防災コミュニティセンター 

・放置自転車等保管場所 

・岩倉駅自転車駐車場 

・学校給食センター 

・保健センター 

・休日急病診療所 

・市役所 

・消防署 

・分団車庫（4施設） 

・清掃事務所 

・学校（7 施設） 

・保育園（7 施設） 

・あゆみの家 

・市営大山寺住宅 

 市民利用型施設（32 施設）  利用者限定型施設（16施設） 義務的施設（10 施設） 
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第 4 章 公共施設の一次評価 

 

①市民利用型施設 

市民利用型施設の一次評価では、経過年数、耐震性能及びバリアフリー状況等のハード評価（品質）

と、利用状況とコスト状況を合せたソフト評価（供給・財務）を 2 軸としたポートフォリオ分析を行い

ます。 

ただし、利用状況の情報がない施設（ふれあいセンター及び放置自転車等保管場所）については、ハ

ード評価値の偏差値が 50点を下回る施設を対象に、コスト状況や施設の性質等を総合的に判断して、個

別に検討します。 

 

②利用者限定型施設 

・学校、保育園、あゆみの家 

利用者限定型施設のうち学校と保育園、あゆみの家については、分野横断的に同じ尺度で評価が可能

と考えられるため、市民利用型施設と同様に、ポートフォリオ分析の対象とします。 

 

・市営大山寺住宅 

利用者数に応じた必要面積の規定が他の施設と異なる市営大山寺住宅については、同じ尺度でのポー

トフォリオ分析が困難なため、ハード評価の偏差値が 50 点を下回る場合に施設の重要性を総合的に判

断して、個別に検討します。 

 

③義務的施設 

市役所や消防施設といった義務的施設については、市に最低限 1 箇所は必要であり、施設を廃止する

ことはできないものの、民間活力の活用、他施設との複合化及び更新時の規模縮小など、様々な再編手

法を検討することは可能であると考えられます。 

そのため、義務的施設は、利用状況やコスト状況といったソフト評価の想定比較ではなく、ハード評

価の偏差値が 50 点を下回る施設を対象に、施設の性質等を総合的に判断して、個別に検討します。 
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第 4 章 公共施設の一次評価 

 

３. 一次評価結果 

(１) 市民利用型施設 

市民利用型施設のポートフォリオ分析の結果を以下に示します。Ａ評価となった 7 施設（図書館、生

涯学習センター、地域交流センター（みどりの家）、地域交流センター（くすのきの家）、第三児童館、

第四児童館、多世代交流センターさくらの家）は継続使用とし二次評価の対象から除外します。それ以

外の施設については二次評価を行い、再編の方向性を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜市民利用型施設のポートフォリオ分析結果＞ 

 

 

 

 

 

 

大市場町公会堂

曽野町公会堂

東新町公会堂

北島町多目的センター

川井町文化会館

八剱会館 東町会館

大上市場会館

神野会館

泉会館

中野会館

石仏会館

井上会館

市民プラザ
図書館

青少年宿泊研修施設希望の家

生涯学習センター

総合体育文化センター

地域交流センター（ポプラの家）

地域交流センター（みどりの家）

地域交流センター（くすのきの家）

第二児童館

第三児童館

第四児童館

第六児童館

第七児童館

多世代交流センターさくらの家

防災コミュニティセンター

岩倉駅自転車駐車場

南部老人憩の家

25.0

35.0

45.0

55.0

65.0

75.0

25.0 35.0 45.0 55.0 65.0 75.0

ソ
フ
ト
（
供
給
・
財
務
）

ハード（品質）

Ａ評価 Ｂ評価 

Ｃ評価 Ｄ評価 
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＜
市

民
利

用
型

施
設

の
ポ

ー
ト

フ
ォ

リ
オ

分
析

結
果

一
覧

表
＞

 

施
設

名
 

建
築

 

年
度

 

経
過

 

年
数

 

(
年

) 

延
床

 

面
積

 

(
㎡

) 

ハ
ー

ド
（

品
質

）
 

ソ
フ

ト
（

供
給

・
財

務
）

 

判
定

 

ハ
ー

ド
評
価

点
 

偏
差

値
 

供
給

評
価
点
 

財
務

評
価
点
 

偏
差

値
 

経
過
 

年
数
 

劣
化

状
況
 

耐
震

性
能
 

ﾊ
ﾞ
ﾘｱ
ﾌ
ﾘｰ
 

状
況
 

合
計
 

面
積

あ
た
り

の

1
日
平

均
 

利
用

者
数

（
人

）
 

供
給
 

偏
差
値
 

供
給
 

評
価

点
 

（
×

0.
7）
 

利
用

者
1
人
 

あ
た
り

の
 

コ
ス

ト

（
円

）
 

財
務
 

偏
差

値
 

財
務
 

評
価
点
 

（
×

0.
3）

 

【
集

会
施

設
】 

大
市

場
町

公
会

堂
 

1
9
80

 
3
8 

3
0
8 

2
.0

0 
1
.8

3 
1
.0

0 
0
.0

0
 

4
.2

1 
4
3
.7

 
0
.0

27
 

4
1
.0

 
2
8
.7

 
3
2
5
.7

 
4
9.

7 
1
4
.9

 
4
3
.6

 
D

 

曽
野

町
公

会
堂

 
1
9
82

 
3
6 

3
1
0 

2
.1

7 
2
.0

0 
1
.0

0 
0
.0

0
 

4
.1

3 
4
3
.2

 
0
.0

88
 

4
7
.3

 
3
3
.1

 
3
8.

8 
5
6.

8 
1
7
.0

 
5
0
.1

 
B

 

東
新

町
公

会
堂

 
1
9
85

 
3
3 

4
4
7 

2
.4

2 
2
.2

5 
1
.0

0 
0
.0

0
 

4
.8

8 
4
7
.6

 
0
.0

40
 

4
2
.3

 
2
9
.6

 
4
4.

0 
5
6.

6 
1
7
.0

 
4
6
.6

 
D

 

北
島

町
多

目
的

セ
ン

タ
ー

 
1
9
95

 
2
3 

1
9
6 

3
.2

5 
3
.0

8 
1
.0

0 
0
.1

7
 

5
.7

5 
5
2
.7

 
0
.0

08
 

3
9
.1

 
2
7
.4

 
1
2.

2 
5
7.

4 
1
7
.2

 
4
4
.6

 
C

 

川
井

町
文

化
会

館
 

1
9
97

 
2
1 

9
0 

3
.4

2 
3
.2

5 
1
.0

0 
0
.0

0
 

6
.0

0 
5
4
.2

 
0
.0

04
 

3
8
.7

 
2
7
.1

 
2
7.

2 
5
7.

1 
1
7
.1

 
4
4
.2

 
C

 

【
学

習
等

共
同

利
用

施
設

】 

八
剱

会
館

 
1
9
83

 
3
5 

3
3
0 

2
.0

8 
1
.3

8 
1
.0

0 
0
.0

0
 

4
.4

6 
4
5
.2

 
0
.0

64
 

4
4
.8

 
3
1
.3

 
1
1
7
.5

 
5
4.

8 
1
6
.5

 
4
7
.8

 
D

 

東
町

会
館

 
1
9
84

 
3
4 

3
2
9 

2
.1

7 
1
.6

3 
1
.0

0 
0
.0

0
 

4
.7

9 
4
7
.1

 
0
.0

73
 

4
5
.8

 
3
2
.0

 
5
1.

5 
5
6.

5 
1
6
.9

 
4
9
.0

 
D

 

大
上

市
場

会
館

 
1
9
85

 
3
3 

3
2
9 

2
.2

5 
1
.2

5 
1
.0

0 
0
.0

0
 

4
.5

0 
4
5
.4

 
0
.0

87
 

4
7
.2

 
3
3
.0

 
0
.0

 
5
7.

7 
1
7
.3

 
5
0
.3

 
B

 

神
野

会
館

 
1
9
85

 
3
3 

1
3
8 

2
.2

5 
1
.0

0 
1
.0

0 
0
.0

0
 

4
.2

5 
4
4
.0

 
0
.0

35
 

4
1
.9

 
2
9
.3

 
0
.8

 
5
7.

7 
1
7
.3

 
4
6
.6

 
D

 

泉
会

館
 

1
9
85

 
3
3 

1
4
0 

2
.2

5 
1
.5

0 
1
.0

0 
0
.0

0
 

4
.7

5 
4
6
.9

 
0
.0

28
 

4
1
.0

 
2
8
.7

 
1
5
1
.0

 
5
4.

0 
1
6
.2

 
4
4
.9

 
D

 

中
野

会
館

 
1
9
85

 
3
3 

1
4
0 

2
.2

5 
1
.6

3 
1
.0

0 
0
.0

0
 

4
.8

8 
4
7
.6

 
0
.0

09
 

3
9
.1

 
2
7
.4

 
4
4.

3 
5
6.

6 
1
7
.0

 
4
4
.4

 
D

 

石
仏

会
館

 
1
9
86

 
3
2 

3
3
0 

2
.3

3 
0
.8

8 
1
.0

0 
0
.0

0
 

4
.2

1 
4
3
.7

 
0
.0

22
 

4
0
.5

 
2
8
.3

 
1
.2

 
5
7.

7 
1
7
.3

 
4
5
.6

 
D

 

井
上

会
館

 
1
9
86

 
3
2 

1
3
9 

2
.3

3 
1
.3

8 
1
.0

0 
0
.0

0
 

4
.7

1 
4
6
.6

 
0
.0

28
 

4
1
.1

 
2
8
.8

 
3
2.

5 
5
6.

9 
1
7
.1

 
4
5
.9

 
D

 

【
文

化
施

設
】 

市
民

プ
ラ

ザ
 

1
9
75

 
4
3 

1
,0

88
 

1
.4

2 
1
.2

5 
1
.0

0 
1
.0

0
 

4
.6

7 
4
6
.4

 
0
.1

10
 

4
9
.6

 
3
4
.7

 
2
4
8
.1

 
5
1.

6 
1
5
.5

 
5
0
.2

 
B

 

【
図

書
館

】 

図
書

館
 

1
9
82

 
3
6 

2
,5

21
 

2
.0

0 
1
.3

8 
1
.0

0 
1
.0

0
 

5
.3

8 
5
0
.5

 
0
.1

76
 

5
6
.4

 
3
9
.5

 
5
6
3
.1

 
4
3.

9 
1
3
.2

 
5
2
.6

 
A

 

【
そ

の
他

社
会

教
育

系
施

設
】 

青
少

年
宿

泊
研

修
施

設

希
望

の
家

 
1
9
86

 
3
2 

9
7
8 

2
.3

3 
1
.1

3 
1
.0

0 
0
.6

0
 

5
.0

6 
4
8
.7

 
0
.0

70
 

4
5
.5

 
3
1
.8

 
3
1
9
.5

 
4
9.

9 
1
5
.0

 
4
6
.8

 
D
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(２) 利用者限定型施設 

① 学校、保育園、子ども発達支援施設 

利用者限定型施設のうち学校と保育園及び子ども発達支援施設のポートフォリオ分析の結果を以下に

示します。Ａ評価の施設がないため、全ての施設を対象に二次評価を行い、再編の方向性を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜利用者限定型施設（学校、保育園、子ども発達支援施設）のポートフォリオ分析結果＞ 

 

施設名 建築年度 

経過 

年数 

（年）

延床面積

（㎡） 

ハード評価点 

偏差値経過

年数

劣化

状況

耐震

性能

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ

状況 
合計 

【高齢福祉施設】 

ふれあいセンター 1992 26 1,593 2.86 1.50 1.00 1.00 6.33 56.1 

【その他】 

放置自転車等保管場所 1995 23 82 3.08 1.75 1.00 1.00 6.83 59.1 

岩倉北小学校

岩倉南小学校

岩倉東小学校

五条川小学校

曽野小学校

岩倉中学校

南部中学校

中部保育園

北部保育園

南部保育園

東部保育園

西部保育園

仙奈保育園

下寺保育園

あゆみの家

25.0

35.0

45.0

55.0

65.0

75.0

25.0 35.0 45.0 55.0 65.0 75.0

ソ
フ
ト
（
供
給
・
財
務
）

ハード（品質）

Ａ評価 Ｂ評価 

Ｃ評価 Ｄ評価 

＜利用状況の情報がない市民利用型施設の一次評価結果＞ 

- 20 -



第 4 章 公共施設の一次評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜
利

用
者

限
定

型
施

設
（

学
校

、
保
育

園
）

の
ポ

ー
ト

フ
ォ

リ
オ
分

析
結

果
一

覧
表

＞
 

施
設

名
 

建
築

 

年
度

 

経
過

 

年
数

 

(
年

) 

延
床

 

面
積

 

(
㎡

)
 

ハ
ー

ド
（
品

質
）
 

ソ
フ

ト
（

供
給

・
財

務
）

 

判
定

 

ハ
ー

ド
評
価

点
 

偏
差

値
 

供
給

評
価
点

 
財

務
評

価
点

 

偏
差

値
 

経
過
 

年
数
 

劣
化

状
況
 

耐
震

性
能
 

ﾊﾞ
ﾘｱ

ﾌﾘ
ｰ 

状
況
 

合
計
 

1
人

あ
た

り
の

施
設

面
積

（
㎡

）
×
係

数
 

供
給
 

偏
差

値
 

供
給
 

評
価

点
 

（
×

0.
5）
 

利
用

者
1
人

 

あ
た

り
の
 

コ
ス

ト

（
円

）
 

財
務

 

偏
差

値
 

財
務

 

評
価

点
 

（
×

0.
5）

 

【
学

校
】 

岩
倉

北
小

学
校

 
1
9
61

 
5
7
 

6
,6

0
3 

0
.7

2
 

1
.4

4 
0
.9

8 
0
.0

0 
3
.1

3 
3
7
.4

 
1
.8

5 
5
7
.5

 
2
8
.7

 
3
6
,3

3
4
.9

 
6
0
.7

 
3
0
.3

 
5
9
.1

  
B

 

岩
倉

南
小

学
校

 
1
9
61

 
5
7
 

6
,7

4
2 

1
.0

6
 

1
.3

6 
0
.9

9 
0
.3

3 
3
.7

4 
4
1
.0

 
2
.5

2 
5
0
.1

 
2
5
.0

 
5
7
,9

4
8
.9

 
6
0
.3

 
3
0
.1

 
5
5
.2

  
B

 

岩
倉

東
小

学
校

 
1
9
65

 
5
3
 

5
,9

2
0 

1
.2

7
 

1
.2

8 
0
.9

6 
0
.3

3 
3
.8

4 
4
1
.6

 
5
.3

0 
1
9
.4

 
9
.7

 
8
2
,1

7
7
.9

 
5
9
.8

 
2
9
.9

 
3
9
.6

  
D

 

五
条

川
小

学
校

 
1
9
75

 
4
3
 

4
,4

7
1 

1
.5

0
 

1
.5

5 
0
.9

8 
0
.3

3 
4
.3

6 
4
4
.6

 
2
.0

7 
5
5
.0

 
2
7
.5

 
3
9
,5

5
1
.5

 
6
0
.6

 
3
0
.3

 
5
7
.8

  
B

 

曽
野

小
学

校
 

1
9
81

 
3
7
 

6
,0

8
8 

1
.9

3
 

1
.4

0 
0
.9

8 
0
.0

0 
4
.3

1 
4
4
.3

 
1
.9

8 
5
6
.0

 
2
8
.0

 
3
1
,5

4
3
.8

 
6
0
.8

 
3
0
.4

 
5
8
.4

  
B

 

岩
倉

中
学

校
 

1
9
67

 
5
1
 

8
,8

5
0 

1
.3

2
 

1
.4

5 
0
.9

7 
0
.1

7 
3
.9

1 
4
2
.0

 
2
.0

1 
5
5
.6

 
2
7
.8

 
4
6
,1

3
3
.4

 
6
0
.5

 
3
0
.2

 
5
8
.1

  
B

 

南
部

中
学

校
 

1
9
76

 
4
2
 

8
,2

1
6 

1
.6

7
 

1
.3

7 
0
.9

7 
0
.3

3 
4
.3

3 
4
4
.5

 
2
.9

4 
4
5
.4

 
2
2
.7

 
6
9
,8

1
2
.5

 
6
0
.0

 
3
0
.0

 
5
2
.7

  
B

 

【
保

育
園

】
 

中
部

保
育

園
 

1
9
70

 
4
8
 

1
,0

3
7 

1
.0

0
 

1
.5

0 
1
.0

0 
0
.0

0 
3
.5

0 
3
9
.6

 
2
.5

5 
4
9
.7

 
2
4
.9

 
9
2
0
,6

62
.3

 
4
3
.6

 
2
1
.8

 
4
6
.7

  
D

 

北
部

保
育

園
 

1
9
66

 
5
2
 

7
3
9 

-
0
.7

7 
1
.6

7 
1
.0

0 
0
.0

0 
1
.9

0 
3
0
.5

 
3
.2

6 
4
1
.9

 
2
0
.9

 
9
6
2
,7

24
.3

 
4
2
.8

 
2
1
.4

 
4
2
.3

  
D

 

南
部

保
育

園
 

1
9
97

 
2
1
 

8
3
8 

3
.2

5
 

1
.5

0 
1
.0

0 
0
.4

0 
6
.1

5 
5
5
.1

 
2
.4

1 
5
1
.3

 
2
5
.6

 
1
,2

04
,0

9
2
.7

 
3
8
.1

 
1
9
.1

 
4
4
.7

  
C

 

東
部

保
育

園
 

1
9
68

 
5
0
 

1
,1

3
5 

0
.9

9
 

1
.4

6 
1
.0

0 
0
.0

0 
3
.4

5 
3
9
.3

 
3
.0

4 
4
4
.3

 
2
2
.2

 
1
,3

08
,8

3
5
.2

 
3
6
.1

 
1
8
.0

 
4
0
.2

  
D

 

西
部

保
育

園
 

1
9
69

 
4
9
 

5
3
5 

0
.9

2
 

1
.5

6 
1
.0

0 
0
.0

0 
3
.4

8 
3
9
.5

 
2
.4

3 
5
1
.0

 
2
5
.5

 
9
6
3
,0

60
.6

 
4
2
.8

 
2
1
.4

 
4
6
.9

  
D

 

仙
奈

保
育

園
 

1
9
74

 
4
4
 

6
5
2 

1
.3

3
 

1
.5

0 
1
.0

0 
0
.0

0 
3
.8

3 
4
1
.5

 
1
.9

9 
5
5
.9

 
2
7
.9

 
1
,1

75
,2

7
0
.3

 
3
8
.7

 
1
9
.3

 
4
7
.3

  
D

 

下
寺

保
育

園
 

1
9
77

 
4
1
 

6
8
6 

1
.5

8
 

1
.2

5 
1
.0

0 
0
.0

0 
3
.8

3 
4
1
.5

 
2
.0

0 
5
5
.8

 
2
7
.9

 
1
,1

59
,5

3
3
.2

 
3
9
.0

 
1
9
.5

 
4
7
.4

  
D

 

【
子

ど
も

発
達

支
援

施
設

】
 

あ
ゆ

み
の

家
 

1
9
74

 
4
4
 

1
2
7 

1
.3

3
 

1
.8

8 
1
.0

0 
0
.2

0 
4
.4

1 
4
4
.9

 
1
.5

1 
6
1
.2

 
3
0
.6

 
7
7
4
,9

12
.7

 
4
6
.4

 
2
3
.2

 
5
3
.8

 
B

 

- 21 -



第 4 章 公共施設の一次評価 

 

② 市営大山寺住宅 

一次評価の結果、ハード評価の偏差値が 50点以下となるため、施設の再編のあり方を検討します。 

 

 

 

(３) 義務的施設 

義務的施設は一次評価の結果、ハード評価の偏差値が 50 点以下となる休日急病診療所、清掃事務所に

ついては、施設の再編のあり方を個別に検討します。 

 

 

 

施設名 建築年度 

経過

年数

(年)

延床面積

（㎡） 

ハード評価点 

偏差値経過

年数

劣化

状況

耐震

性能

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ 

状況 
合計 

市営大山寺住宅 1972 46 2,519 1.20 1.21 1.00 0.25 3.66 40.5 

施設名 建築年度 

経過

年数

(年)

延床面積

（㎡） 

ハード評価点 

偏差値経過

年数

劣化

状況

耐震

性能

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ 

状況 
合計 

【その他教育系施設】 

学校給食センター 2016 2 2,387 4.48 3.00 1.00 1.00 9.83 76.6 

【保健施設】 

保健センター 1986 32 1,274 2.33 1.25 1.00 1.00 5.58 51.8 

【医療施設】 

休日急病診療所 1974 44 248 1.33 1.38 1.00 0.83 4.54 45.7 

【庁舎等】 

市役所 2001 17 10,454 3.58 1.38 1.00 1.00 6.96 59.8 

【消防施設】 

消防署 1996 22 1,963 3.17 1.63 1.00 1.00 6.79 58.8 

第 1 分団車庫 1992 26 43 2.83 1.63 1.00 1.00 6.46 56.9 

第 2 分団車庫 2014 4 76 4.67 2.25 1.00 1.00 8.92 71.2 

第 3 分団車庫 2003 15 67 3.75 1.63 1.00 1.00 7.38 62.2 

第 4 分団車庫 2005 13 55 3.92 2.25 1.00 1.00 8.17 66.9 

【その他行政系施設】 

清掃事務所 1975 43 518 1.42 1.00 1.00 0.00 3.42 39.1 

＜義務的施設の一次評価結果＞ 

＜その他の施設の一次評価結果＞ 
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第 5章 公共施設の二次評価 

 

１. 二次評価の概要 

二次評価では、以下の 3項目の検討を軸に進め、公共施設の再編に伴う延床面積の縮減効果が高い「1.

必要性の検討」、「2.統合の検討」、「3.複合化の検討」の順番に、各施設への導入の可能性を検討します。

統合と複合化を比較した場合、同一機能を持つ施設を集約する統合の方が、設備や動線等、共有可能部

分が多く効率的なため、統合の検討を先に実施します。 

 

           

           

           

＜二次評価の内容＞ 

一次評価 

結果 
二次評価の内容 

Ａ - 「現状維持」 

Ｂ 

Ⅰ C 評価施設の大規模修繕と合わせて「統合」 

Ⅱ 「統合」を伴う更新 

Ⅲ 対象施設へ「複合化」 

Ⅳ 「複合化」を伴う更新 

Ⅴ 「規模縮小」を伴う更新 

Ⅵ 施設単独での更新 

Ｃ 

Ⅰ 「転用」 

Ⅱ 「譲渡」 

Ⅲ 対象施設を「統合」 

Ⅳ 対象施設へ「統合」 

Ⅴ 対象施設を「複合化」 

Ⅵ 対象施設へ「複合化」 

Ⅶ 「現状維持」（利用率の向上） 

Ｄ 

Ⅰ 「譲渡」 

Ⅱ 「廃止」 

Ⅲ 対象施設へ「統合」 

Ⅳ 「統合」を伴う更新 

Ⅴ 対象施設へ「複合化」 

Ⅵ 「複合化」を伴う更新 

Ⅶ 「規模縮小」を伴う更新 

Ⅷ 施設単独での更新 

高

（再編の効果）

低

ハード：○ 

ソフト：○ 

ハード：× 

ソフト：× 

ハード：× 

ソフト：○ 

ハード：○ 

ソフト：× 

1.必要性の検討 

2.統合の検討 

3.複合化の検討
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 なお、今後の取組みに記載する用語の定義は以下の通りです。 

用語 定義 

現状維持 
施設の配置、規模、機能等を現状のまま引き続き維

持すること。 

統合 
同様の機能を持つ複数の施設を一つの施設のまとめ

ること。 

複合化 
異なる機能を持つ複数の施設を一つの施設にまとめ

ること。 

規模縮小 
施設の機能は維持しつつ、現状より施設の規模を縮

小すること。 

更新 施設を建て替えること。 

転用 施設または機能を別の場所に移すこと。 

譲渡 施設や機能を民間等に委ねること。 

廃止 施設の機能をなくすこと。 
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２. 二次評価の方法 

二次評価では、一次評価の結果ごとに、フロー図を用いて再編手法の絞り込みを行います。 

 

(１) 対象圏域と評価項目の考え方について 

 

＜対象圏域の考え方＞ 

公共施設の再編の対象施設の有無を検討するにあたっては、類似施設ごとにグルーピングを行うとと

もに、それぞれ下表の通り圏域を設定します。 

 

【再編対象施設の有無を検討する場合の施設用途と圏域の考え方】 

グループ 施設 圏域 

1 

集会施設（5 施設） 

学習等共同利用施設（8施設） 

防災コミュニティセンター 

同一小学校区内 

2 市民プラザ 市全域、広域 

3 図書館 市全域、広域 

4 青少年宿泊研修施設希望の家 市全域、広域 

5 生涯学習センター 市全域、広域 

6 総合体育文化センター 市全域、広域 

7 学校（7 施設） 市全域 

8 北部・中部・仙奈保育園 市北部 

9 西部・南部・下寺・東部保育園 市南部 

10 あゆみの家 市全域 

11 
児童館（5施設） 

地域交流センター（3 施設） 
同一小学校区内 

12 南部老人憩の家 市南部 

13 多世代交流センターさくらの家 市北部 

 

＜評価項目の考え方＞ 

二次評価フローにおける各評価項目の考え方を以下に示します。 

 

① 公共としての保有の必要性の評価 

以下の条件に該当する施設は、公共施設として保有する必要性が低いと判断します。 

(a) 当該施設のソフト評価（稼働率）が低く、圏域内に同一用途の機能を持つ代替施設がある場合（民

間施設を含む） 

(b) 利用者が特定の地区の住民に限定されている施設である場合 
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② サービスとしての必要性 

「①公共としての保有の必要性の評価」が低い施設の中でも、以下の条件に該当する施設は、サービ

ス存続の必要性を有すると判断します。 

(a) 利用者が特定の地区の住民に限定される施設であっても、地区の市民活動の拠点となっている場合 

(b) 圏域が広域の施設かつ市内に唯一の施設で、ボランティア活動や市民活動の拠点となっている場合 

 

③ 当該施設の避難所指定の有無 

岩倉市地域防災計画に基づき、当該施設が指定避難所となっているかを判断します。 

 

④ 避難所の代替性の評価（避難所に指定されている場合） 

圏域内に、避難所として指定されておらず、かつ当該施設と同規模の延床面積を有する施設がある場

合、避難所の代替が可能と判断します。 

 

⑤ 統合対象施設の有無 

圏域内に、同一グループかつ二次評価結果が「統合」の施設がある場合、統合対象施設があるものと

判断します。 

 

⑥ 複合化または転用対象施設の有無 

圏域内に、二次評価結果が「複合化」または「転用」の施設がある場合、対象施設があるものと判断

します。また、複合化の対象施設の選定にあたっては、以下の点を条件とします。 

(a) 学校、総合体育文化センター及び市民プラザは、用地確保が困難と想定されるため、対象施設か

ら除外します。 

(b) あゆみの家については仙奈保育園と一体になっていることや、不特定多数の人が利用する施設と

の複合化は困難と想定されることから、市民利用型施設は複合化の対象施設から除外します。 

 

⑦ スペース稼働率 

稼働率が 50％以下のスペースがある場合、更新の際の規模縮小が可能であると判断します。 

 

⑧ 対象施設の一次評価結果 

ハード評価の低いＢ評価及びＤ評価の施設については、圏域内にハード面が優れるＣ評価の施設があ

る場合は、Ｃ評価の施設の大規模修繕と合わせて統合や複合化を検討します。また、Ｃ評価の施設につ

いては、稼働率は低いものの、ハード面は優れているため、Ｂ評価の施設やＤ評価の施設を中心に統合、

複合化及び転用を検討します。 
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【対象施設の一次評価結果に対する検討内容】 

当該施設の
一次評価 

再編手法
対象施設の
一次評価 

対象施設の一次評価に対する検討内容 

Ｂ 

 

 

Ｄ 

 

 

統合 

Ｃ ハード評価の高いＣ評価施設への統合を検討 

Ｂ、Ｄ 
当該施設、対象施設ともにハード評価が低いため、統合

を伴う更新を検討 

複合化 

Ｃ ハード評価の高いＣ評価の施設への複合化を検討 

Ｂ、Ｄ 
当該施設、対象施設ともにハード評価が低いため、複合

化を伴う更新を検討 

 

 

Ｃ 

 

 

転用 Ｂ、Ｄ 
ハード評価が低いＢ、Ｄ評価施設の機能をハード評価の

高い当該施設へ移転することを検討 

統合 

Ｂ、Ｄ 
ハード評価が低いＢ、Ｄ評価施設をハード評価の高い当

該施設へ統合することを検討 

Ｃ 
ハード評価が当該施設と同様に高いものの、統合による

利用率向上が見込めるため、当該施設への統合を検討 

複合化 ― 
一次評価の結果に関わらず、ハード評価の高い当該施設

と他施設との複合化を検討 

 

⑨ 施設面積の大小 

統合、複合化及び転用を検討にあたり、対象となる 2 施設の施設面積の大小を比較し、主たる施設と

従たる施設の位置付けを決定します。 

 

【各再編手法を検討する上での施設面積の考え方】 

再編手法 施設面積による評価 

統合 

 

 

 

 

複合化 

（Ｃ評価の施設へ

複合化する場合） 

 

 

 

 

複合化 

（複合化を伴う更

新を行う場合） 

 

転用 

 

 

 

 

 

ハード：× 

ソフト：〇 

ハード：× 

ソフト：× 

集会施設① 
（延床面積：200）

集会施設② 
（延床面積：300）

統合先の面積が統合元の面積より大きい場合は、統合が可能と想定 

Ｂ評価施設 
（延床面積：200）

Ｃ評価施設 
（延床面積：300）

Ｃ評価の施設を主たる施設とし、当該施設が主たる施設の面積より小さい場合、

複合化が可能と想定 

Ｃ評価施設 
（延床面積：300）

Ｂ評価施設 
（延床面積：200）

Ｃ評価の施設を転用する場合、当該施設の面積が対象施設の面積より小さい

場合、転用が可能と想定 

Ｃ評価施設より小さい 

従たる施設 
（延床面積：150）

主たる施設 
（延床面積：350）

施設面積の条件設定なし

更新を伴う場合は、施設面積に関わらず複合化が可能と想定 

ハード：〇 

ソフト：× 

Ｃ評価施設より小さい 
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(２) 一次評価がＢ評価の二次評価フロー 

Ｂ評価の施設の多くは、建築後 30年を超え老朽化が進行していますが、稼働率は高いため、施設の機

能は維持し建物性能の向上を検討します。 

また、Ｂ評価の施設は、ソフト評価が高く、公共サービスとしての必要性があることから、「1.必要性

の検討」は実施しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複合化の対象となる施

設がある。（⑥） 

Ⅵ.更新 

Ⅳ.複合化を伴う 

更新 

Ⅴ.規模縮小を伴う

更新 

YES 

YES 

NO 

NO 

Ⅱ.統合を伴う 

更新 

対象施設への統合が

可能である。（⑧⑨）

Ⅰ.C評価施設の大

規模修繕と 

合わせて統合

Ⅲ.対象施設へ 

複合化 

統
合
の
検
討 

複
合
化
の
検
討 

YES 

（一次評価がＣかつ当該施設よりも面積が大きい場合） 

              YES

NO 
（上記以外） 

NO 

YES 

※フロー図内の数字は評価項目番号 

NO 
（上記以外） 

対象施設への複合化

が可能である。 

（⑧⑨） 

統合の対象となる施設

がある。（⑤） 

Ｂ評価 

稼働率が低いスペース

がある。（⑦） 

（一次評価がＣかつ当該施設よりも面積が大きい場合） 

              YES
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(３) 一次評価がＣ評価の二次評価フロー 

Ｃ評価の施設の多くは、建物は比較的新しいものの、稼働率は低いため、別用途への転用及び複合化

等による稼働率の向上を検討します。また、Ｃ評価の施設は、今後、大規模修繕の時期を迎えることか

ら、そのタイミングで再編を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象施設の統合が

可能である。 

（⑧⑨） 

対象施設の複合化

が可能である。 

（⑨） 

Ⅶ.現状維持 

（利用率の向上） 

Ⅰ.転用 

Ⅱ.譲渡 

Ⅲ.対象施設を 

統合 

Ⅴ.対象施設を 

複合化 

NO 

NO 

YES 

YES 

Ⅳ.対象施設へ統合 

Ⅵ.対象施設へ 

複合化 

YES 

NO 

NO 

統
合
の
検
討 

複
合
化
の
検
討 

必
要
性
の
検
討 

※フロー図内の数字は、評価項目番号 

NO 

YES 

YES 

指定避難所にな

っている。（③） 

（一次評価がＢかつ当該施設よりも面積が小さい場合） 

避難所機能の代

替が可能な施設

がある。（④） 

（一次評価がＢ、Ｃ、Ｄかつ当該施設よりも面積が小さい場合） 

公共として保有する

必要性が低い（①） 

YES 

NO 
（上記以外） 

      （当該施設よりも面積が小さい場合） 

       YES 
複合化の対象となる施

設がある。（⑥） 

NO 
（上記以外） 

Ｃ評価 

YES 
サービスとし

ての必要性が

低い（②） 

YES 

NO 

統合の対象となる施設

がある。（⑤） 

当該施設の転用方

法がある。（⑥⑧）

NO 
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(４) 一次評価がＤ評価の二次評価フロー 

ソフト評価及びハード評価ともに低いＤ評価の施設は、稼働率が低く、建物性能も低いため、譲渡や

廃止等を中心に検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複合化の対象となる施

設がある。 

統合の対象となる施設

がある。（⑤） 

Ⅱ.廃止 

NO 

NO 

NO 

NO 

YES 

YES 

YES 

YES 

統
合
の
検
討 

複
合
化
の
検
討 

必
要
性
の
検
討 

NO 

Ⅵ.複合化を伴う

更新 

Ⅳ.統合を伴う 

更新 

Ⅲ.対象施設へ 

統合 

Ⅴ.対象施設へ 

複合化 

YES 

対象施設への複合

化が可能である。 

（⑧⑨） 

（一次評価がＣかつ当該施設よりも面積が大きい場合） 

※フロー図内の数字は評価項目番号 

対象施設への統合

が可能である。 

（⑧⑨） 

YES 

NO 
（上記以外） 

（一次評価がＣかつ当該施設よりも面積が大きい場合） 

YES 

NO 
（上記以外） 

公共として保有する

必要性が低い（①） 
Ⅰ.譲渡 

指定避難所にな

っている。（③）

指定避難所にな

っている。（③）

避難所機能の代替が可

能な施設がある。（④）

サービスとし

ての必要性が

低い（②） 

NO 

YES 

NO 

YES 

YES 

Ｄ評価 

NO 

避難所機能の代替が可

能な施設がある。（④）

Ⅷ.更新 

Ⅶ.規模縮小を伴う

更新 

YES 

NO 

稼働率が低いスペース

がある。（⑦） 

複合化の対象となる施

設がある。（⑥） 
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３. 二次評価結果 

二次評価フロー図に基づく再編手法の検討結果は以下の通りです。 

 

(１) 集会施設（5 施設）、学習等共同利用施設（8 施設） 

【二次評価結果】 

施設名称 
小学 
校区 

一次 
評価 

対象圏域
必
要
性

の
検
討 

代
替 

避
難
所 

統
合
の 

可
否 

複
合
化

の
可
否 

縮
小
の 

検
討 

二次評価結果 

大市場町公会堂 曽野 D 同一学区 × ○ - - - D-Ⅰ 譲渡 

曽野町公会堂 曽野 B 同一学区   × × ○ B-Ⅴ 規模縮小

東新町公会堂 岩倉東 D 同一学区 × ○ - - - D-Ⅰ 譲渡 

北島町多目的センター 岩倉南 C 同一学区 × ○ - -  C-Ⅱ 譲渡 

川井町文化会館 岩倉南 C 同一学区 × ○ - -  C-Ⅱ 譲渡 

八剱会館 五条川 D 同一学区 × ○ - - - D-Ⅰ 譲渡 

東町会館 岩倉北 D 同一学区 × ○ - - - D-Ⅰ 譲渡 

大上市場会館 岩倉北 B 同一学区   × × ○ B-Ⅴ 規模縮小

神野会館 五条川 D 同一学区 × ○ - - - D-Ⅰ 譲渡 

泉会館 岩倉北 D 同一学区 × ○ - - - D-Ⅰ 譲渡 

中野会館 岩倉北 D 同一学区 × ○ - - - D-Ⅰ 譲渡 

石仏会館 五条川 D 同一学区 × ○ - - - D-Ⅰ 譲渡 

井上会館 五条川 D 同一学区 × ○ - - - D-Ⅰ 譲渡 

 

(２) 文化施設（市民プラザ） 

【二次評価結果】 

施設名称 
小学 
校区 

一次 
評価 

対象圏域 
必
要
性

の
検
討

代
替 

避
難
所

統
合
の

可
否 

複
合
化

の
可
否

縮
小
の

検
討 

二次評価結果 

市民プラザ 岩倉南 B 市全域、広域   × ○ - B-Ⅳ 複合化を伴う更新

 

(３) その他社会教育系施設（青少年宿泊研修施設希望の家） 

【二次評価結果】 

施設名称 
小学 
校区 

一次 
評価 

対象圏域 
必
要
性

の
検
討

代
替 

避
難
所

統
合
の

可
否 

複
合
化

の
可
否

縮
小
の

検
討 

二次評価結果 

青少年宿泊研修施設 

希望の家 
岩倉南 D 市全域、広域 × ○ - - - D-Ⅰ 譲渡 
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(４) スポーツ施設（総合体育文化センター） 

【二次評価結果】 

施設名称 
小学 
校区 

一次 
評価 

対象圏域
必
要
性

の
検
討 

代
替 

避
難
所 

統
合
の 

可
否 

複
合
化

の
可
否 

縮
小
の 

検
討 

二次評価結果 

総合体育 

文化センター 
岩倉北 B 市全域、広域   × ○ - B-Ⅳ 複合化を伴う更新

 

(５) 学校（7 施設） 

【二次評価結果】 

施設名称 
小学 
校区 

一次 
評価 

対象圏域 
必
要
性

の
検
討 

代
替 

避
難
所 

統
合
の

可
否 

複
合
化

の
可
否

縮
小
の

検
討 

二次評価結果 

岩倉北小学校 岩倉北 B 市全域   - ○ - B-Ⅳ 複合化を伴う更新

岩倉南小学校 岩倉南 B 市全域   - ○ - B-Ⅳ 複合化を伴う更新

岩倉東小学校 岩倉東 D 市全域 ○ - - △ ○ D-Ⅶ 規模縮小を伴う更新

五条川小学校 五条川 B 市全域   - ○ - B-Ⅳ 複合化を伴う更新

曽野小学校 曽野 B 市全域   - ○ - B-Ⅳ 複合化を伴う更新

岩倉中学校 岩倉北 B 市全域   - × ○ B-Ⅴ 規模縮小を伴う更新

南部中学校 曽野 B 市全域   - × ○ B-Ⅴ 規模縮小を伴う更新

 

(６) 保育園（7 施設） 

【二次評価結果】 

施設名称 
小学 
校区 

一次 
評価 

対象圏域 
必
要
性

の
検
討

代
替 

避
難
所

統
合
の

可
否 

複
合
化

の
可
否

縮
小
の

検
討 

二次評価結果 

中部保育園 岩倉北 D 市北部 ○ - ○ - - D-Ⅳ 統合を伴う更新 

北部保育園 五条川 D 市北部 ○ - ○ - - D-Ⅳ 統合を伴う更新 

南部保育園 岩倉南 C 市南部 ○ - × ×  C-Ⅶ 現状維持 

東部保育園 曽野 D 市南部 ○ - ○ - - D-Ⅳ 統合を伴う更新 

西部保育園 岩倉北 D 市南部 ○ - ○ - - D-Ⅳ 統合を伴う更新 

仙奈保育園 岩倉東 D 市北部 ○ - ○ - - D-Ⅳ 統合を伴う更新 

下寺保育園 曽野 D 市南部 ○ - ○ - - D-Ⅳ 統合を伴う更新 
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(７) 児童館（3 施設） 

【二次評価結果】 

施設名称 
小学 
校区 

一次 
評価 

対象圏域 
必
要
性

の
検
討 

代
替 

避
難
所 

統
合
の 

可
否 

複
合
化

の
可
否 

縮
小
の 

検
討 

二次評価結果 

第二児童館 岩倉北 B 同一学区   × ○ - B-Ⅲ 対象施設へ複合化

第六児童館 五条川 B 同一学区   × ○ - B-Ⅲ 対象施設へ複合化

第七児童館 曽野 B 同一学区   × ○ - B-Ⅲ 対象施設へ複合化

 

(８) 地域交流センター（ポプラの家） 

【二次評価結果】 

施設名称 
小学 
校区 

一次 
評価 

対象圏域
必
要
性

の
検
討 

代
替 

避
難
所 

統
合
の

可
否 

複
合
化

の
可
否

縮
小
の

検
討 

二次評価結果 

地域交流センター 

（ポプラの家） 
岩倉東 C 同一学区 ○ - × ○  C-Ⅶ 現状維持 

 

(９) 子ども発達支援施設（あゆみの家） 

【二次評価結果】 

施設名称 
小学 
校区 

一次 
評価 

対象圏域 
必
要
性

の
検
討 

代
替 

避
難
所 

統
合
の

可
否 

複
合
化

の
可
否

縮
小
の

検
討 

二次評価結果 

あゆみの家 岩倉東 B 市全域   × ○ - B-Ⅳ 複合化を伴う更新

 

(１０) 高齢福祉施設（南部老人憩の家） 

【二次評価結果】 

施設名称 
小学 
校区 

一次 
評価 

対象圏域 
必
要
性

の
検
討

代
替 

避
難
所

統
合
の

可
否 

複
合
化

の
可
否

縮
小
の

検
討 

二次評価結果 

南部老人憩の家 岩倉南 B 市南部   - ○ - B-Ⅳ 複合化を伴う更新

 

(１１) 消防施設（防災コミュニティセンター） 

【二次評価結果】 

施設名称 
小学 
校区 

一次 
評価 

対象圏域 
必
要
性

の
検
討

代
替 

避
難
所

統
合
の

可
否 

複
合
化

の
可
否

縮
小
の

検
討 

二次評価結果 

防災コミュニティセンター 曽野 C 同一学区 × ○ - -  C-Ⅱ 譲渡 
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第 6章 施設分類別の再配置方針 

 

１. 共通事項 

(１) 公共建築物の耐用年数の考え方 

施設の管理方針については、基本的に、「岩倉市公共施設等総合管理計画」の方針に従うものとしま

す。ただし、学校教育系施設については、個別施設計画として実効性を持った「岩倉市学校施設長寿命

化計画」の方針に従います。 

目標耐用年数は、予防保全型管理を前提とし、全ての公共建築物で 80 年とします。ただし、学校教

育系施設以外の公共建築物のうち、これまで大規模改修を実施せず、建築後の経過年数が 30 年を超え

た施設については、従来通りの事後保全型管理で対応し、60 年で更新するものとします。 

＜公共建築物の目標耐用年数＞ 

 

(２) 目標耐用年数と管理方針について 

・目標耐用年数や施設の管理方針については、基本的に、「岩倉市公共施設等総合管理計画」の方針に

従うものとします。ただし、学校教育系施設については、個別施設計画として実効性を持った「岩

倉市学校施設長寿命化計画」の方針に従います。 

・目標耐用年数は、予防保全型管理を前提とし、全ての公共建築物で 80年とします。ただし、学校教

育系施設以外の公共建築物のうち、これまで大規模改修を実施せず、建築後の経過年数が 30年を超

えた施設については、従来通りの事後保全型管理で対応し、60年で更新するものとします。 

 

＜学校教育系施設の予防保全型管理のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設分類 構造 現在の経過年数 管理方針 目標耐用年数（年）

学校教育系施設 － － 予防保全型 80 

その他公共建築物 

木造 
30 年以下 予防保全型 50 

30 年超え 事後保全型 40 

その他 
30 年以下 予防保全型 80 

30 年超え 事後保全型 60 

※岩倉市学校施設長寿命化計画より 

※経過年数が 40年を超える場合は、長寿命化改修を実施しない 

20 年 
建設 

費用 

60 年 80 年

経過年数 

目標使用年数 80年間 

改築 

40 年 

大規模

改造 

長寿命

化改修 

大規模

改造 
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第 6 章 施設分類別の再配置方針 

 

＜その他公共建築物の予防保全型管理のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜その他公共建築物の事後保全型管理のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 再編に向けた検討事項（共通事項） 

 

 

・現在の駐車台数及び必要な駐車台数を踏まえ、必要であれば駐車スペースの拡大や新たな駐車場用

地の確保を検討します。 

 

 

・PFI 事業者の事業区分及び PFI により得られる効果を検討します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

駐車場の確保 

PFI の導入の可能性 

建設 

費用 

60 年 80 年

目標使用年数 80年間（木造は 50年間） 

更新 

30 年 

大規模

改修 

大規模

改修 

経過年数 

日常修繕 日常修繕 日常修繕

建設 

費用 

60 年 30 年

目標使用年数 60年間（木造は 40年間） 

更新 

30 年 

経過年数 

日常修繕 日常修繕

日常修繕 

※岩倉市公共施設等総合管理計画より 
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第 6 章 施設分類別の再配置方針 

２. 施設分類別の再配置方針 

 

(１) 市民文化系施設（集会施設、学習等共同利用施設） 

① 対象施設（13 施設） 

 

集会施設 
■大市場町公会堂 ■曽野町公会堂 ■東新町公会堂 ■北島町多目的センター 

■川井町文化会館 

学習等共同

利用施設 

■八剱会館 ■東町会館 ■大上市場会館 ■神野会館 ■泉会館 ■中野会館 

■石仏会館 ■井上会館 

② 現状と課題 

 

・全 13 施設のうち 11 施設が建築後の経過年数が 30 年以上となっています。 

・全ての施設で耐震性能を有しています。 

施設名称 
小学 
校区 

建築 
年度 

経過
年数
（年）

延床
面積
（㎡）

構造 
一次
評価

二次 
評価 

耐震
性能

大市場町公会堂 曽野 1980 38 308 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 D 譲渡 あり

曽野町公会堂 曽野 1982 36 310 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 B 規模縮小 あり

東新町公会堂 岩倉東 1985 33 447 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 D 譲渡 あり

北島町多目的センター 岩倉南 1995 23 196 鉄骨造 C 譲渡 あり

川井町文化会館 岩倉南 1997 21 90 鉄骨造 C 譲渡 あり

八剱会館 五条川 1983 35 330 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 D 譲渡 あり

東町会館 岩倉北 1984 34 329 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 D 譲渡 あり

大上市場会館 岩倉北 1985 33 329 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 B 規模縮小 あり

神野会館 五条川 1985 33 138 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 D 譲渡 あり

泉会館 岩倉北 1985 33 140 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 D 譲渡 あり

中野会館 岩倉北 1985 33 140 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 D 譲渡 あり

石仏会館 五条川 1986 32 330 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 D 譲渡 あり

井上会館 五条川 1986 32 139 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 D 譲渡 あり

 

・1 日平均利用者数が最も多い大上市場会館（29 人）と最も少ない川井町文化会館（1 人未満）で

は 28人の差があります。 

・利用者は基本的に地区住民に限られ、区や子ども会の利用が中心です。部屋の状況は会議室、和

室、大広間、集会室、研修室、多目的ホール、学習室、休養室及び保育室など、貸室や市民利用

のものがほとんどとなっています。 

 

 

建物状況 

機能・サービス状況 
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・市が所有する集会施設及び学習等共同利用施設のほかにも区が所有する集会施設があり、区に両

方の施設が存在する場合は利用者が少なくなる一因になっています。一度に利用する人数が多い

場合は他の施設を利用するといった状況です。 

・全ての施設において、指定管理者制度により運営しています。 

・敷地所有は、市、区、地元神社などとなっています。 

 

＜利用者数（2013～2015 年度）＞ 

施設名称 
年間平均 

利用者数（人） 
1 日平均 

利用者数（人） 

大市場町公会堂 3,016 8 

曽野町公会堂 9,979 27 

東新町公会堂 6,472 18 

北島町多目的センター 605 2 

川井町文化会館 146 1 未満 

八剱会館 7,650 21 

東町会館 8,781 24 

大上市場会館 10,445 29 

神野会館 1,787 5 

泉会館 1,403 4 

中野会館 445 1 

石仏会館 2,637 7 

井上会館 1,433 4 

 

③ 再配置方針 

・利用者が基本的に地区住民に限られる施設であり、区や子ども会の利用が中心です。地域コミュ

ニティの維持・活性化としての必要性は認められますが、一度に利用する人数が多い場合は他の

施設を利用するといった状況です。 

・これらの施設を市が維持し続ける必要性は低いと判断し、区への「譲渡」を検討します。なお、

曽野町公会堂及び大上市場会館については、二次評価結果は「規模縮小」ですが、他の施設とソ

フト評価が似かよっているため、他の施設と同様に区への「譲渡」を検討します。 
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第 6 章 施設分類別の再配置方針 

 

④ 再編に向けた検討事項 

 

・譲渡にあたり、施設の更新の実施の有無や実施する場合の条件などについて区と協議が必要です。 

 

・譲渡の時期は、建築後の経過年数が 60 年となる時期までに実施することを原則とします。なお、

北島町多目的センター及び川井町文化会館に関しては、建築後の経過年数が比較的新しいものの、

他施設と同様の時期に譲渡を想定していることから、大規模改修は行わずに建築から 60年で更新

するものと想定します。 

 

・譲渡後は、区の負担増加や施設の維持管理が困難になることが想定されるため、有料での市民講

座の開催など、市民団体や一般市民の利用拡大を促すため、運営面のアドバイス等をすることが

必要です。 

 

 

 

 

 

 

施設名称 
経過
年数
(年) 

延床 
面積
(㎡) 

実施 
時期 

更新
大規模
改修 

複合化 統合
譲渡/
民営化

廃止

大市場町公会堂 38 308 第 3 期     ●  

曽野町公会堂 36 310 第 3 期     ●  

東新町公会堂 33 447 第 3 期     ●  

北島町多目的センター 23 196 第 4 期     ●  

川井町文化会館 21 90 第 4 期     ●  

八剱会館 35 330 第 3 期     ●  

東町会館 34 329 第 3 期     ●  

大上市場会館 33 329 第 3 期     ●  

神野会館 33 138 第 3 期     ●  

泉会館 33 140 第 3 期     ●  

中野会館 33 140 第 3 期     ●  

石仏会館 32 330 第 3 期     ●  

井上会館 32 139 第 3 期     ●  

譲渡の条件 

譲渡の時期 

譲渡後の対応 

- 38 -



第 6 章 施設分類別の再配置方針 

 

(２) 市民文化系施設（文化施設） 

① 対象施設（1 施設） 

 

文化施設 ■市民プラザ 

② 現状と課題 

 

・市民プラザは、建築後の経過年数が 43 年となっており、老朽化が進んでいます。 

・施設は耐震性能を有しています。 

施設名称 
小学 
校区 

建築 
年度 

経過
年数
（年）

延床 
面積 
（㎡） 

構造 
一次
評価

二次 
評価 

耐震
性能

市民プラザ 岩倉南 1975 43 1,088 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 B 複合化 あり

 

・市民による自主的な公益的活動及び地域自治活動の支援、子育て支援並びに教育、文化、レクリ

エーション活動等を通じた市民の交流の促進を図るために設置された複合施設です。 

・施設は市民活動支援センター及び子育て支援センターで構成されています。市民活動支援センタ

ーでは、市民活動の支援のための相談や助言、市民活動に関する情報の提供発信などを行ってい

ます。子育て支援センターでは、主に未就園の子どもと親の集いの場となっているほか、子育て

支援に関する相談や講習会等を行っています。 

・1 階は、教育・文化等の発展を目的とした貸室と市民利用の部屋が主となっており、市民団体の

活動拠点です。 

・年間平均利用者数は 29,941 人、1 日平均利用者数は 83 人と多くの人に利用されており、貸室の

稼働率も 50％程度と比較的高くなっています。また、子育て支援センターの年間の平均利用者数

は 18,589 人、1 日平均利用者数は 63 人です。 

＜市民プラザの利用者数（2013～2015 年度）＞ 

施設名称 
年間平均利用者数 

（人） 
1 日平均利用者数

（人） 

市民プラザ（多目的ホール・会議

室） 
29,941 83 

子育て支援センター 18,589 63 

 

＜市民プラザの貸室の稼働率（2015 年度）＞ 

室 
室面積 
（㎡） 

年間貸時間  
区分数 

利用件数 
（件） 

稼働率 
（％） 

多目的ホール 283 
1,077 

（3 ｺﾏ/日×359 日） 

583 54.1 

会議室１ 52.8 542 50.3 

会議室２ 42 462 42.9 

 

建物状況 

機能・サービス状況 

- 39 -



第 6 章 施設分類別の再配置方針 

 

③ 再配置方針 

・ソフト評価が高い一方で、老朽化の進行などによりハード評価が低くなっているため、建築後の

経過年数が 60年となる時期を目途に、市民プラザとしての機能は維持しつつ、ハード評価が高い

「他施設への複合化」を検討します。 

 

④ 再編に向けた検討事項 

 

・市民プラザは、駅から徒歩圏内と立地条件に恵まれており、利用者の利便性を踏まえると本施設

の敷地（3,169 ㎡）を活用することが望ましいと考えられます。現在の立地状況、施設規模及び

建替え時期に加え、相乗効果として市民サービスの向上が期待できるかどうかという観点を含め

た総合的な判断に基づき、対象施設を選定します。 

 

・多目的ホールや会議室については、生涯学習センターや総合体育文化センターと重複する機能で

あることから、複合化の際に利用状況や稼働率をもとに、施設の適正規模を検討した上で、施設

規模の縮小を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名称 
経過
年数
(年) 

延床 
面積
(㎡) 

実施 
時期 

更新
大規模
改修 

複合化 統合
譲渡/
民営化

廃止

市民プラザ 43 1,088 第 2 期 ●  ●    

複合化の検討 

複合化施設の必要規模 
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第 6 章 施設分類別の再配置方針 

 

(３) 社会教育系施設（図書館） 

① 対象施設（1 施設） 

 

図書館 ■図書館 

② 現状と課題 

 

・建築後の経過年数が 36年となっており、老朽化が進んでいます。 

・施設は耐震性能を有しています。 

施設名称 
小学 
校区 

建築 
年度 

経過
年数
（年）

延床 
面積 
（㎡） 

構造 
一次
評価

二次 
評価 

耐震
性能

図書館 岩倉南 1982 36 2,521 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 A - あり

 

・市民の教養、調査研究、レクリエーション等に供するために設置された施設です。 

・年間平均利用者数は 135,504 人、1 日平均利用者数は 444 人と、多くの市民が利用しています。 

＜図書館の利用者数（2013～2015 年度）＞ 

施設名称 
年間平均利用者数

（人） 
1 日平均利用者数

（人） 

図書館 135,504 444 

③ 再配置方針 

・ハード評価及びソフト評価ともに高いことから当面は「現状維持」とします。更新の際には、市

民サービスの充実の観点から PFI など民間活力の活用を検討するとともに立地条件や敷地面積を

活かして、相乗効果により利便性の向上が期待できるような「他施設との複合化」を検討します。 

④ 再編に向けた検討事項 

 

・駅から徒歩圏内と立地条件に恵まれており、利用者の利便性を踏まえると本施設の敷地（3,169

㎡）を活用することが望ましいと考えられます。複合化にあたっては、隣接する市民プラザを対

象とすることで、読み聞かせコーナーの設置などの相乗効果が期待できるとともに、来訪者の移

動の利便性を維持できるという利点があります。さらに、図書館は市民が最も多く利用する公共

施設であり、PFI など民間活力の活用により、市民サービスの拠点となるような施設の整備、運

営を検討します。 

施設名称 
経過
年数
(年) 

延床 
面積
(㎡) 

実施 
時期 

更新 
大規模
改修 

複合化 統合
譲渡/
民営化

廃止

図書館 36 2,521 第 3 期 ●  ●    

建物状況 

機能・サービス状況 

複合化の検討 
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第 6 章 施設分類別の再配置方針 

(４) 社会教育系施設（その他社会教育系施設） 

① 対象施設（2 施設） 

 

その他社会

教育系施設 

■青少年宿泊研修施設希望の家 

■生涯学習センター 

② 現状と課題 

 

・青少年宿泊研修施設希望の家は、建築後の経過年数が 32年であり、老朽化が進んでいます。 

・生涯学習センターは、建築後の経過年数が 9 年の施設です。 

・両施設とも耐震性能を有しています。 

施設名称 
小学 
校区 

建築 
年度 

経過
年数
（年）

延床 
面積 
（㎡） 

構造 
一次
評価

二次 
評価 

耐震
性能

青少年宿泊研修施設

希望の家 
岩倉南 1986 32 978 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 D 譲渡 あり

生涯学習センター 岩倉北 2009 9 2,022 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 A - あり

 

・青少年宿泊研修施設希望の家は、集団宿泊生活や野外活動等を通じて青少年を自然に親しませ、

豊かな心を育むことを目的として設置された施設です。 

・青少年宿泊研修施設希望の家の年間平均利用者数は 21,846 人、利用の多くは夏期に集中しており、

貸室の稼働率は 30％以下となっています。 

・生涯学習センターは、市民の生涯学習の拠点として教育、学術及び文化に関する各種の事業を行

い、市民の教養の向上、健康の増進を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを

目的として設置された施設です。 

・生涯学習センターの年間平均利用者数は 118,587 人、1 日平均利用者数は 330 人と多くの人に利

用されており、貸室の稼働率は平均 60％以上となっています。 

＜利用者数（2013～2015 年度）＞ 

施設名称 
年間平均利用者数

（人） 
1 日平均利用者数

（人） 

青少年宿泊研修施設希望の家 21,846 69 

生涯学習センター 118,587 330 

＜青少年宿泊研修施設希望の家の貸室の稼働率(2015 年度)＞ 

室 
室面積 
（㎡） 

年間貸時間  
区分数 

利用件数 
（件） 

稼働率 
（％） 

研修室１ 76 

951 

（3 ｺﾏ/日×317 日） 

254 26.7 

研修室２ 128 260 27.3 

調理室 80 257 27.0 

和室１ 64 276 29.0 

和室２ 64 169 17.8 

建物状況 

機能・サービス状況 

- 42 -



第 6 章 施設分類別の再配置方針 

 

＜生涯学習センターの貸室の稼働率(2015 年度)＞ 

室 
室面積 
（㎡） 

年間貸時間  
区分数 

利用件数 
（件） 

稼働率 
（％） 

会議室１ 49 

1,077 

（3 ｺﾏ/日×359 日） 

789 73.3 

会議室２ 47 738 68.5 

会議室３ 36 863 80.1 

会議室４ 42 689 64.0 

研修室１ 119 431 40.0 

研修室２ 94 510 47.4 

料理室 89 282 26.2 

工芸室 89 507 47.1 

和室 45 649 60.3 

スタジオ１ 160 920 85.4 

スタジオ２ 62 926 86.0 

スタジオ３ 28 708 65.7 

③ 再配置方針 

・青少年宿泊研修施設希望の家は、ハード評価及びソフト評価ともに低い状況です。指定管理者制

度の導入など運営の改善を図ってきたものの、利用状況は低迷しているため、リニューアルを伴

う抜本的な改善が必要と考えられます。当面は維持するものとしますが、市単独では採算性の評

価や運営のノウハウがないことから、民間企業等への「譲渡」やリニューアルを含め、PFI など

の民間活力の活用によるサービスの存続に向けた方策を併せて検討します。 

・生涯学習センターは、施設のハード評価が高く、利用状況やコスト状況といったソフト評価も高

いことから「現状維持」とします。建築後の経過年数が 30年を迎える時期に「大規模改修」の実

施となりますが、施設が所在するサクランド岩倉の修繕時期と合わせる必要があるため、大規模

改修の実施については、サクランド岩倉管理組合と協議します。 

※サクランド岩倉管理組合との協議による 

④ 再編に向けた検討事項 

 

・希望の家は利用率が低く、指定管理者が利益を出すことが難しいことが、存続を困難にする要因

と考えられます。そのため、イベントの立案や施設のＰＲ等、利用の拡大を図ることが必要です。 

 

・希望の家の譲渡を検討する際には、市場の価値や民間の取組意向と譲渡にあたって提示する条件

をマッチングさせるため、事前にサウンディング市場調査を実施します。 

施設名称 
経過 
年数
（年） 

延床 
面積
(㎡) 

実施 
時期 

更新
大規模
改修 

複合化 統合
譲渡/
民営化

廃止

青少年宿泊研修施設希望の家 32 978 第 3 期     ● ○ 

生涯学習センター 9 2,022 第 3 期  ●※     

市場調査の実施 

利用の拡大 
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第 6 章 施設分類別の再配置方針 

(５) スポーツ・レクリエーション系施設（スポーツ施設） 

① 対象施設（1 施設） 

 

スポーツ施設 ■総合体育文化センター 

② 現状と課題 

 

・建築後の経過年数が 29年となっています。 

・施設は耐震性能を有しています。 

施設名称 
小学 
校区 

建築 
年度 

経過
年数
（年）

延床
面積
（㎡）

構造 
一次
評価

二次評価
耐震
性能

総合体育文化センター 岩倉北 1989 29 7,967 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 B 複合化 あり

 

・スポーツの振興、市民の体力及び健康の増進を図るとともに、文化芸術の振興のために設置され

た施設であり、指定管理者制度により運営しています。 

・施設内は、スポーツ設備や、教育・文化等の発展を目的とした貸室等の市民利用の部屋が主とな

っています。 

・年間平均利用者数は 381,753 人、1 日平均利用者数は 1,063 人と、本市の公共施設の中で最も多

くの人に利用されており、貸室の稼働率も 50％程度となっています。 

＜総合体育文化センターの利用者数（2013～2015 年度）＞ 

施設名称 
年間平均利用者数

（人） 
1 日平均利用者数

（人） 

総合体育文化センター 381,753 1,063 

＜総合体育文化センターの貸室の稼働率＞ 

室 
室面積 
（㎡） 

年間貸時間  
区分数 

利用件数 
（件） 

稼働率 
（％） 

アリーナ 1,584 

2,154 

（6 ｺﾏ/日×359 日）

3,261  78.0 

多目的ホール 306 1,127  52.3 

会議室 42 815  37.8 

研修室 42 717  33.3 

剣道場 246 1,627  75.5 

柔道場 232 1,207  56.0 

ふれあいホール 84 757 30.1 

親子リズム室 142 12 時間/日 887  - 

卓球室・会議室 185 
12 時間/日 

3,806  - 

トレーニング室 236 28,546  - 

 

建物状況 

機能・サービス状況 
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第 6 章 施設分類別の再配置方針 

 

③ 再配置方針 

・利用状況やコスト状況といったソフト評価が高い一方で、老朽化の進行などによりハード評価が

低くなっています。建築後の経過年数が 30年を迎える第１期に「大規模改修」の時期を迎えるも

のの、これまでも部分的な改修を行っていることから、他施設の更新時期が重なる第 2 期に「大

規模改修」を行い、その際に「他施設との複合化（集約化）」を検討します。 

④ 再編に向けた検討事項 

 

・スポーツ施設は多くの自治体でも利用の多い傾向にあるため、複合化の検討にあたっては、施設

同士の魅力を高め、新たな利用を生み出せる空間の創造が望ましいと考えられます。本施設はス

ポーツの振興に加え、市民の体力及び健康の増進を目的としていることから、類似の目的を持つ

施設との複合化（集約化）を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名称 
経過
年数
(年) 

延床 
面積
(㎡) 

実施 
時期 

更新
大規模
改修 

複合化 統合
譲渡/
民営化

廃止

総合体育文化センター 29 7,967 第 2 期  ● ●    

複合化の検討 
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第 6 章 施設分類別の再配置方針 

(６) 学校教育系施設（学校） 

① 対象施設（7 施設） 

 

小学校 ■岩倉北小学校 ■岩倉南小学校 ■岩倉東小学校 ■五条川小学校 ■曽野小学校 

中学校 ■岩倉中学校 ■南部中学校 

② 現状と課題 

 

・1981 年度に曽野小学校が開校し、小学校 5校、中学校 2 校の計 7 校となりました。 

・市内 7 校の小中学校のうち、6 校が建築後 40年以上を経過しており、老朽化が進んでいます。 

・耐震性能は、校舎、屋内運動場についてはすべての小中学校で有しています。 

施設名称 
小学 
校区 

建築 
年度 

経過
年数
（年）

延床
面積
（㎡）

構造 
一次
評価

二次評価
耐震
性能

岩倉北小学校 岩倉北 1961 57 6,603 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 B 複合化 あり

岩倉南小学校 岩倉南 1961 57 6,742 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 B 複合化 あり

岩倉東小学校 岩倉東 1965 53 5,920 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 D 規模縮小 あり

五条川小学校 五条川 1975 43 4,471 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 B 複合化 あり

曽野小学校 曽野 1981 37 6,088 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 B 複合化 あり

岩倉中学校 岩倉北 1967 51 8,850 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 B 規模縮小 あり

南部中学校 曽野 1976 42 8,216 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 B 規模縮小 あり

※岩倉北小学校の延床面積には市立体育館を含みます 

 

・小学校が 5 校体制となった 1981 年以降、小学校全体の児童数はピーク時の半分以下にまで減少し

ており、特に岩倉東小学校（約 13％）が著しくなっています。  

・小学校の児童 1 人あたりの面積は、最も小さい岩倉北小学校（7.6 ㎡）と最も大きい岩倉東小学

校（39.1 ㎡）で 5倍以上の差になっています。 

＜2017 年度児童・生徒数及び学級数とピーク時の比較＞ 

施設名称 
児童生徒数 

（人） 

児童生徒 1 人
あたりの面積

（㎡） 
学級数 

ピーク時の
児童生徒数

（人） 

ピーク
年度 

ピーク
比率 
（％） 

岩倉北小学校 731 7.6 25（特別支援：3） 1,307 1981 56 

岩倉南小学校 495 13.4 17（特別支援：2） 895 1981 55 

岩倉東小学校 149 39.1 8（特別支援：2） 1,135 1981 13 

五条川小学校 392 11.4 15（特別支援：2） 776 1982 50 

曽野小学校 620 9.8 22（特別支援：4） 1,159 1981 53 

岩倉中学校 807 11.0 26（特別支援：4） 1,397 1986 58 

南部中学校 378 21.7 13（特別支援：2） 994 1987 38 

 

建物状況 

機能・サービス状況 
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第 6 章 施設分類別の再配置方針 

 

③ 再配置方針 

・小学校については、施設の改築や長寿命化改修の時期に合わせて周辺施設との「複合化」を図り、

スペースの共有による施設の「規模縮小」、稼働率の向上、安全性・機能性を確保します。 

・中学校については、施設の改築時期に合わせて、生徒数の見込みに応じた必要規模を検討し、現

状の施設面積から「規模縮小」を図ります。 

※校舎を対象（屋内運動場と武道場は除く） 

※施設の中で最も建築後の経過年数が古い棟を代表として記載 

④ 再配置に向けた検討事項 

 

・小学校の児童数はピーク時の半分以下になっているものの、余裕教室が発生している小学校は一

部であるため、再配置に向けた長寿命化改修及び改築の際に施設の適正規模を検討します。 

＜各小学校の教室利用状況(2015 年度)＞ 

施設名称 学級数 普通教室（室） 特別教室（室） 準備室等（室） 備品室等（室）

岩倉北小学校 23（特別支援：3） 27  13  5  2  

岩倉南小学校 15（特別支援：2） 18  20 3 3 

岩倉東小学校 6（特別支援：2） 8 19  2 8 

五条川小学校 12（特別支援：2） 14 11 5 1 

曽野小学校 19（特別支援：4） 23 11 7 1 

 

・複合化を検討する場合、不特定多数の利用者が小学校に出入りするようになることから、小学校

と他施設の動線や利用エリアの分離など、子どもたちの安全性の確保が必要になります。 

・利用者の増加による地域への影響や複合化施設への専用出入口の設置など、地域の安全や複合施

設の利便性を確保します。 

施設名称 
経過 
年数
（年） 

延床 
面積
（㎡） 

実施 
時期 

改築
大規模改造/
長寿命化改修

複合化 統合
譲渡/
民営化

廃止

岩倉北小学校  57 6,603 
第 2 期 ●  ●    

第 4 期  ● ●    

岩倉南小学校 57 6,742 
第 1 期  ● ●    

第 3 期 ●  ●    

岩倉東小学校 53 5,920 
第 1 期  ● ●    

第 3 期 ●  ●    

五条川小学校 43 4,471 
第 2 期  ● ●    

第 4 期 ●  ●    

曽野小学校 37 6,088 
第 1 期  ● ●    

第 3 期  ● ●    

岩倉中学校 51 8,850 
第 1 期  ●     

第 3 期 ●      

南部中学校 42 8,216 
第 2 期  ●     

第 4 期 ●      

施設規模の適正化 

安全性の確保 
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第 6 章 施設分類別の再配置方針 

(７) 学校教育系施設（その他学校教育系施設） 

① 対象施設（1 施設） 

 

その他学校教育系施設 ■学校給食センター 

② 現状と課題 

 

・建築後の経過年数が 2年となっています。 

・施設は耐震性能を有しています。 

施設名称 
小学 
校区 

建築 
年度 

経過
年数
（年）

延床 
面積 
（㎡） 

構造 
一次
評価

二次評価
耐震
性能

学校給食センター 岩倉南 2016 2 2,387 鉄骨造 － － あり

 

・市内の小中学校に給食の提供をしています。また、調理場を見学できる通路や食育に関する展示

を行う食育ホール、研修会議室を設けています。 

③ 再配置方針 

・2016 年度に開設したばかりの施設であるため、現状維持を基本とし、建築後の経過年数が 20 年

を迎える時期に、「大規模改造」を実施します。 

・運営面では、給食の調理・配達を民間へ委託していますが、建物の維持管理を含めて民間活力の

活用により経費削減を期待できるか検討します。 

④ 再編に向けた検討事項 

 

・将来、少子化等による児童・生徒数の減少により遊休設備が発生した場合、高齢者向けの配食サ

ービスへの参入等、運営方法等を含めた新たな施設の活用方法を検討する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

施設名称 
経過
年数
(年) 

延床 
面積
(㎡) 

実施 
時期 

改築 
大規模改造/
長寿命化改修

複合化 統合
譲渡/
民営化

廃止

学校給食センター 2 2,387 第 2 期  ●     

建物状況 

機能・サービス状況 

多機能化の検討 
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第 6 章 施設分類別の再配置方針 

 

(８) 子育て支援施設（保育園） 

① 対象施設（7 施設） 

 

保育園 
■中部保育園 ■北部保育園 ■南部保育園 ■東部保育園 ■西部保育園 

■仙奈保育園 ■下寺保育園 

② 現状と課題 

 

・市内 7 園の保育園のうち、6 園で建築後の経過年数が 40年以上となっており、老朽化が進んでい

ます。 

・全ての施設で耐震性能を有しています。 

施設名称 
小学 
校区 

建築 
年度 

経過
年数
（年）

延床 
面積 
（㎡） 

構造 
一次
評価

二次評価
耐震
性能

中部保育園 岩倉北 1970 48 1,037 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 D 統合 あり

北部保育園 五条川 1966 52 739 木造 D 統合 あり

南部保育園 岩倉南 1997 21 838 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 C 現状維持 あり

東部保育園 曽野 1968 50 1,135 鉄骨造 D 統合 あり

西部保育園 岩倉北 1969 49 535 鉄骨造 D 統合 あり

仙奈保育園 岩倉東 1974 44 652 鉄骨造 D 統合 あり

下寺保育園 曽野 1977 41 686 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 D 統合 あり

 

・園児数は全ての保育園で減少しており、2004 年度から 2015 年度の過去 12 年において全体で 2 割

程度減少しています。  

・保育園の利用者 1 人あたりの面積は、最も小さい仙奈保育園、下寺保育園（8.4 ㎡）と最も大き

い北部保育園（13.7 ㎡）で 1.6 倍となっています。 

＜2015 年度の園児数と 2004 年度との比較＞ 

施設名称 
年間平均利用者数 
（2013～2015年度） 

（人） 

利用者 1 人 
あたりの面積

（㎡） 

2004 年度の
園児数 
（人） 

2015 年度の
園児数 
（人） 

園児数の比率 
（2015 年度/2004 年度）

（％） 

中部保育園 97 10.7 129 95 75 

北部保育園 54 13.7 62 50 81 

南部保育園 83 10.1 90 77 86 

東部保育園 89 12.8 128 76 59 

西部保育園 52 10.2 55 50 91 

仙奈保育園 78 8.4 86 74 86 

下寺保育園 82 8.4 90 72 80 

 

 

建物状況 

機能・サービス状況 
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第 6 章 施設分類別の再配置方針 

③ 再配置方針 

・将来的な園児数の推移、民間保育所を含めた市内の配置バランス等を検討します。大規模改修及

び更新時期に合わせて、「統廃合」または周辺施設との複合化を検討し、スペースの共有による施

設規模の縮小、利用効率の向上、安全性・機能性を確保します。 

④ 再編に向けた検討事項 

 

・岩倉市公立保育園適正配置方針では、市全体として園児数が減少していくことが予想されていま

す。再編に向けた大規模改修及び更新の際にはニーズを踏まえた適正な施設規模を検討します。 

 

・統合や複合化による移転により地域ごとの利便性に偏りが生じないよう、小学校区を利用圏域と

考え、地域ごとにバランスのよい施設配置を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名称 
経過
年数
(年) 

延床 
面積
(㎡) 

実施 
時期 

更新
大規模
改修 

複合化 統合
譲渡/
民営化

廃止

中部保育園 48 1,037 第 2 期 ●   ●   

北部保育園 52 739 第 1 期 ●   ●   

南部保育園 21 838 第 2 期  ●     

東部保育園 50 1,135 第 2 期 ●   ●   

西部保育園 49 535 第 2 期 ●   ●   

仙奈保育園 44 652 第 2 期 ●   ●   

下寺保育園 41 686 第 3 期 ●   ●   

施設規模の適正化 

配置のバランス 
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第 6 章 施設分類別の再配置方針 

 

(９) 子育て支援施設（児童館） 

① 対象施設（5 施設） 

 

児童館 ■第二児童館 ■第三児童館 ■第四児童館 ■第六児童館 ■第七児童館 

② 現状と課題 

 

・第二児童館、第六児童館、第七児童館は、建築後の経過年数が 40年以上となっており、老朽化が

進んでいます。第三児童館、第四児童館は、建築後の経過年数が 30年未満の施設です。 

・全ての施設で耐震性能を有しています。 

施設名称 
小学 
校区 

建築 
年度 

経過 
年数 
（年） 

延床 
面積 
（㎡） 

構造 
一次
評価

二次評価
耐震
性能

第二児童館 岩倉北 1968 50 187 鉄骨造 B 複合化 あり

第三児童館 曽野 2003 15 674 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 A - あり

第四児童館 曽野 1997 21 380 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 A - あり

第六児童館 五条川 1973 45 210 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 B 複合化 あり

第七児童館 曽野 1974 44 210 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 B 複合化 あり

 

・児童館は、健全な遊びを通して、子どもの生活の安定と子どもの能力の発達を援助していく拠点

施設です。 

・岩倉北小学校、曽野小学校の 2 校区では放課後児童クラブを児童館で実施しています。 

・児童館全体の年間平均利用者数は 21,568 人です。 

＜児童館の利用者数（2013～2015 年度）＞ 

施設名称 
年間平均利用者数

（人） 
1 日平均利用者数

（人） 

第二児童館 23,215 79 

第三児童館 25,248 86 

第四児童館 24,746 85 

第六児童館 16,150 45 

第七児童館 18,482 52 

 

 

 

 

 

 

 

建物状況 

機能・サービス状況 
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第 6 章 施設分類別の再配置方針 

③ 再配置方針 

・第三児童館と第四児童館は、建築後の経過年数が 30年未満とハード評価が高く、利用状況やコス

ト状況といったソフト評価も高いことから「現状維持」とし、建築後の経過年数が 30 年となる時

期に、「大規模改修」を実施します。 

・第二児童館、第六児童館及び第七児童館は、利用状況やコスト状況といったソフト評価が高い一

方で、老朽化の進行などによりハード評価が低いことから、建築後の経過年数が 60年となる時期

を目途に、利便性や安全性の向上を目的として、本施設と同じ校区内の施設への「複合化」を検

討します。 

④ 再編に向けた検討事項 

 

・児童館は地域性の高い施設であるため複合化による影響を最小限にとどめるよう、学校の余裕教

室の利用も含め、周辺施設との複合化を検討します。 

 

・今後も少子化は続くと予測されており、児童館の利用者も減少していくと考えられます。第一児

童館及び第五児童館が地域交流センターに用途変更された事例のように、現在の児童館に関して

も今後は転用も含めたあり方を検討し、幅広い年齢層も利用可能な施設機能の整備を検討します。 

 

・児童館や放課後児童クラブの運営に関しては、全国でも指定管理者制度等の民間のノウハウを活

用した事例が増えつつあり、市の施設の貸出や整備費の負担等の財政面での援助を前提とした民

間活力の活用について検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

施設名称 
経過
年数
(年) 

延床 
面積
(㎡) 

実施 
時期 

更新 
大規模
改修 

複合化 統合 
譲渡/
民営化

廃止 

第二児童館 50 187 第 2 期 ●  ●    

第三児童館 15 674 第 2 期  ●     

第四児童館 21 380 第 2 期  ●     

第六児童館 45 210 第 2 期 ●  ●    

第七児童館 44 210 第 2 期 ●  ●    

複合化の検討 

民間活力導入の可能性 

利用の拡大 
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第 6 章 施設分類別の再配置方針 

 

(１０) 子育て支援施設（地域交流センター） 

① 対象施設（3 施設） 
 

地域交流 

センター 

■地域交流センター（ポプラの家） ■地域交流センター（みどりの家） 

■地域交流センター（くすのきの家） 

② 現状と課題 

 

・3 施設ともに建築後の経過年数が 20年程度となっています。 

・全ての施設で耐震性能を有しています。 

施設名称 
小学 
校区 

建築 
年度 

経過
年数
（年）

延床 
面積 
（㎡） 

構造 
一次
評価

二次評価
耐震
性能

地域交流センター 

（ポプラの家） 
岩倉東 1996 22 561 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 C 現状維持 あり

地域交流センター 

（みどりの家） 
岩倉南 1995 23 717 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 A - あり

地域交流センター 

（くすのきの家） 
岩倉北 2001 17 908 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 A - あり

 

・地域交流センターは、地区住民の交流の場、高齢者のレクリエーションの場、地域の文化の振興

を図るため設置されています。 

・地域交流センター全体の年間平均利用者数は 46,029 人です。 

・ポプラの家及びくすのきの家については、平均利用者数には児童館としての利用者数を含みます。 

＜地域交流センターの利用者数（2013～2015 年度）＞ 

施設名称 
年間平均利用者数

（人） 
1 日平均利用者数

（人） 

地域交流センター（ポプラの家） 24,850 69 

地域交流センター（みどりの家） 50,580 164 

地域交流センター（くすのきの家） 62,658 203 

③ 再配置方針 

・3 施設ともに建築後の経過年数が 20年程度とハード評価が高く、利用状況やコスト状況といった

ソフト評価も高いことから「現状維持」とし、建築後の経過年数が 30 年と 60 年を迎える時期を

目途に、「大規模改修」を実施します。ただしポプラの家については、施設がＵＲ都市機構の建物

内に所在し、大規模改修の実施についてはＵＲ都市機構の実施時期と合わせる必要があるため、

大規模改修の実施についてはＵＲ都市機構と協議します。 

 

 

 

建物状況 

機能・サービス状況 
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第 6 章 施設分類別の再配置方針 

 

施設名称 
経過 
年数
（年） 

延床 
面積 
(㎡) 

実施 
時期 

更新 
大規模
改修 

複合化 統合
譲渡/
民営化

廃止

地域交流センター 

（ポプラの家） 
22 561 第 1 期  ●※     

地域交流センター 

（みどりの家） 
23 717 第 1 期  ●     

地域交流センター 

（くすのきの家） 
17 908 第 2 期  ●     

※UR都市機構との協議による 

④ 再編に向けた検討事項 

 

・みどりの家は他施設に先駆けて指定管理者制度を導入しており、みどりの家の運営状況を踏まえて、

くすのきの家、ポプラの家でも指定管理者制度の導入を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民間活力導入の可能性 
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第 6 章 施設分類別の再配置方針 

 

(１１) 子育て支援施設（子ども発達支援施設） 

① 対象施設（1 施設） 

 

子ども発達支援施設 ■あゆみの家 

② 現状と課題 

 

・建築後の経過年数が 44年となっており、老朽化が進んでいます。 

・施設は耐震性能を有しています。 

施設名称 
小学 
校区 

建築 
年度 

経過
年数
（年）

延床 
面積 
（㎡） 

構造 
一次
評価

二次評価
耐震
性能

あゆみの家 岩倉東 1974 44 127 鉄骨造 B 複合化 あり

 

・発達に心配のある子ども及びその保護者が通園し、障害の早期発見、早期療育の充実を図るため

設置されています。 

・年間平均利用者数は 19人となっています。 

＜あゆみの家の利用者数（2013～2015 年度）＞ 

施設名称 
年間平均利用者数 

（人） 

あゆみの家 19 

③ 再配置方針 

・あゆみの家は、利用状況やコスト状況といったソフト評価が高い一方で、老朽化の進行などによ

りハード評価が低いことから、建築後の経過年数が 60年となる時期に、子育て支援並びに子ども

の教育の拠点として、サービスのより一層の向上を図るため、「他施設への複合化」を検討します。 

④ 再編に向けた検討事項 

 

・子どもたちの療育環境に配慮し、他施設の利用者とは活動エリアが交わらないよう対象施設の選

定に留意します。 

・全市域から利用される施設であるため、現立地の周辺地域にこだわらず、対象施設を検討します。 

 

・子ども発達支援施設は、施設の保有自体は公共が経済的な負担を継続していく必要があると考え

るものの、全国では民間事業者の運営による施設も増加しています。民間事業者のノウハウを活

用することで、利用者のニーズに合う、より充実したサービスの提供が可能であるか検討します。 

施設名称 
経過 
年数
（年） 

延床 
面積
(㎡) 

実施 
時期 

更新
大規模
改修 

複合化 統合
譲渡/
民営化

廃止

あゆみの家 44 127 第 2 期 ●  ●    

建物状況 

機能・サービス状況 

複合化の検討 

民間活力導入の可能性 
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第 6 章 施設分類別の再配置方針 

(１２) 保健・福祉施設（高齢福祉施設） 

① 対象施設（3 施設） 

 

高齢福祉施設 ■南部老人憩の家 ■ふれあいセンター ■多世代交流センターさくらの家 

② 現状と課題 

 

 

・南部老人憩の家は、建築後の経過年数が 42 年となっており、老朽化が進んでいます。ふれあいセ

ンターは、建築後の経過年数が 26年となっています。多世代交流センターさくらの家は、建築後

の経過年数が 8年となっています。 

・全ての施設で耐震性能を有しています。 

施設名称 
小学 
校区 

建築 
年度 

経過
年数
（年）

延床 
面積 
（㎡） 

構造 
一次
評価

二次評価
耐震
性能

南部老人憩の家 岩倉南 1976 42 389 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 B 複合化 あり

ふれあいセンター 岩倉北 1992 26 1,593 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 - - あり

多世代交流センター 

さくらの家 
五条川 2010 8 1,061 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 A - あり

 

・南部老人憩の家及び多世代交流センターさくらの家は、高齢者の生きがいと健康づくりの促進を

図る施設として設置されています。 

・ふれあいセンターは、高齢者の生きがい活動の増進、地域福祉のための人材養成並びにボランテ

ィアの育成及び強化を図るとともに地域福祉活動の推進に寄与するため設置され、現在は指定管

理者制度により運営されています。 

・南部老人憩の家の年間平均利用者数は 23,811 人、1 日平均利用者数は 81人です。 

・多世代交流センターさくらの家の年間平均利用者数は 60,626 人、1 日平均利用者数は 206 人です。 

＜高齢福祉施設の利用者数（2013～2015 年度）＞ 

施設名称 
年間平均利用者数

（人） 
1 日平均利用者数

（人） 

南部老人憩の家 23,811 81 

ふれあいセンター - - 

多世代交流センターさくらの家 60,626 206 

 

 

 

 

 

建物状況 

機能・サービス状況 
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③ 再配置方針 

・南部老人憩の家は、利用状況やコスト状況といったソフト評価が高い一方で、老朽化の進行など

によりハード評価が低くなっているため、建築後の経過年数が 60 年となる時期を目途に、南部老

人憩の家としての機能は維持しつつ、ハード評価が高い「他施設への複合化」を検討します。 

・ふれあいセンター及び多世代交流センターさくらの家は、建築後の経過年数がそれぞれ 26 年、8

年とハード評価が高く、利用状況やコスト状況といったソフト評価も高いことから、当面は「現

状維持」とし、建築後の経過年数が 30年と 60 年を迎える時期に、「大規模改修」を実施します。 

④ 再編に向けた検討事項 

 

・南部老人憩の家は市南部の高齢者の交流施設として活用されているため、施設としての機能は維

持しつつ周辺施設との複合化を検討します。 

 

・ふれあいセンターが高齢福祉施設であること考慮すると、施設の保有自体は公共が経済的な負担

を継続していく必要があると考えられます。本施設の部屋構成、稼動率及び周辺施設との複合化

の可能性などについて、指定管理者へのヒアリングを通じて、把握・整理を行っていくことが必

要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名称 
経過
年数
(年) 

延床 
面積
(㎡) 

実施 
時期 

更新
大規模
改修 

複合化 統合
譲渡/
民営化

廃止

南部老人憩の家 42 389 第 2 期 ●  ●    

ふれあいセンター 26 1,593 第 1 期  ●     

多世代交流センター 

さくらの家 
8 1,061 第 3 期  ●     

複合化の検討 

民間活力導入の可能性 
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(１３) 保健・福祉施設（保健施設） 

① 対象施設（1 施設） 

 

保健施設 ■保健センター 

② 現状と課題 

 

・建築後の経過年数が 32年となっており、老朽化が進んでいます。 

・施設は耐震性能を有しています。 

施設名称 
小学 
校区 

建築 
年度 

経過
年数
（年）

延床 
面積 
（㎡） 

構造 
一次
評価

二次評価
耐震
性能

保健センター 岩倉南 1986 32 1,274 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 - - あり

 

・市民の健康保持及び増進を図るために設置されました。妊産婦・乳児から高齢者に至るまでの健

康相談や健康づくり等を行っています。 

③ 再配置方針 

・保健センターは、市民の健康保持及び増進を図るために設置された施設であるため、今後も市に

より施設を保持するものとします。また、同一敷地内にある休日急病診療所の施設や薬剤等の管

理を行っていることから、休日急病診療所と切り離すことは難しいと思われます。従って、休日

急病診療所の更新時に、一体的に「他施設への複合化」を検討します。 

④ 再編に向けた検討事項 

 

・健康づくりの拠点施設として、利便性の向上や施設間の相乗効果が期待できる施設との複合化を

検討します。本施設は健康保持及び増進を設置目的としているため、同じく健康の増進を目的と

する総合体育文化センターへの複合化が考えられます。 

 

・保健センターは駅前に立地しており、公共交通機関からのアクセス性は良いものの、限られた公

共交通機関の圏外に居住する市民は自家用車がなければ利用できなくなっています。今後高齢化

が進むにつれて、交通手段の確保が難しくなる市民が多くなることについて検討する必要があり

ます。 

 

施設名称 
経過
年数
(年) 

延床 
面積
(㎡) 

実施 
時期 

更新 
大規模
改修 

複合化 統合
譲渡/
民営化

廃止

保健センター 32 1,274 第 2 期 ●  ●    

建物状況 

機能・サービス状況 

複合化の検討 

利便性の向上 
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(１４) 医療施設 

① 対象施設（1 施設） 

 

医療施設 ■休日急病診療所 

② 現状と課題 

 

・建築後の経過年数が 44年となっており、老朽化が進んでいます。 

・施設は耐震性能を有しています。 

施設名称 
小学 
校区 

建築 
年度 

経過 
年数 
（年） 

延床 
面積 
（㎡） 

構造 
一次
評価

二次 
評価 

耐震
性能

休日急病診療所 岩倉南 1974 44 248 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 検討 - あり

 

・休日急病診療所は、休日における急病患者に適正な医療を提供し、市民の生命と健康保持に寄与

するために設置された施設です。 

③ 再配置方針 

・休日における急病患者に適正な医療を提供するために設置された義務的施設であることから、今

後も市により施設を保持するものとします。また、施設や薬材等の管理を同一敷地内にある保健

センターが行っていることから、保健センターと切り離すことは難しいと思われます。現状では、

建築後の経過年数が 44年と老朽化の進行などによりハード評価が低いことから、建築後の経過年

数が 60 年となる時期に、併設している保健センターと一体的に「他施設への複合化」を検討しま

す。 

④ 再編に向けた検討事項 

 

・利用される時間帯が休日であることから、庁舎等、休日の運営を行っていない施設との複合化は

難しいと考えられます。 

・急病患者を受け付ける医療機関であり、利用者が流行性の感染症である可能性であることも考え

られることから、他施設の利用者とは活動エリアが交わらないように留意する必要があります。 

・健康福祉の拠点施設として、利便性の向上や施設間の相乗効果が期待できる施設との複合化を検

討します。隣接する保健センターで建物や薬剤等の管理を行っているため、両施設は一体のもの

として検討します。 

 

施設名称 
経過
年数
(年) 

延床 
面積
(㎡) 

実施 
時期 

更新 
大規模
改修 

複合化 統合
譲渡/
民営化

廃止

休日急病診療所 44 248 第 2 期 ●  ●    

建物状況 

機能・サービス状況 

複合化の検討 
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(１５) 行政系施設（庁舎等） 

① 対象施設（1 施設） 

 

庁舎等 ■市役所 

② 現状と課題 

 

・建築後の経過年数は 17年となっています。 

・施設は耐震性能を有しています。 

施設名称 
小学 
校区 

建築 
年度 

経過 
年数 
（年） 

延床 
面積 
（㎡） 

構造 
一次
評価

二次 
評価 

耐震
性能

市役所 岩倉北 2001 17 10,454 鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 - - あり

 

・市役所は、市の主たる事務所として設置された施設です。 

③ 再配置方針 

・市役所は、市民サービスを提供する上での中枢機関となっています。本施設は、建築後の経過年

数が 17 年とハード評価が高いため「現状維持」とし、建築後の経過年数が 30 年を迎える時期に、

「大規模改修」を実施します。 

④ 再編に向けた検討事項 

 

・他施設との複合化の可能性に加え、複合化による利便性の向上や効率的な市政運営への効果につ

いて検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名称 
経過 
年数
(年) 

延床 
面積
(㎡) 

実施 
時期 

更新 
大規模
改修 

複合化 統合 
譲渡/
民営化

廃止 

市役所 17 10,454 第 2 期  ●     

建物状況 

機能・サービス状況 

複合化の検討 
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(１６) 行政系施設（消防施設） 

① 対象施設（6 施設） 

 

消防施設 ■消防署 ■第 1 分団車庫 ■第 2分団車庫 ■第 3 分団車庫 ■第 4 分団車庫 

■防災コミュニティセンター 

② 現状と課題 

 

・建築後の経過年数は、全ての施設で 30 年未満となっています。 

・全ての施設が耐震性能を有しています。 

施設名称 
小学 
校区 

建築 
年度 

経過
年数
（年）

延床 
面積 
（㎡） 

構造 
一次
評価

二次評価
耐震
性能

消防署 岩倉南 1996 22 1,963 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 - - あり

第 1 分団車庫 五条川 1992 26 43 鉄骨造 - - あり

第 2 分団車庫 岩倉北 2014 4 76 鉄骨造 - - あり

第 3 分団車庫 岩倉北 2003 15 67 鉄骨造 - - あり

第 4 分団車庫 曽野 2005 13 55 鉄骨造 - - あり

防災コミュニティセンター 曽野 2005 13 447 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 C 譲渡 あり

 

・消防署及び分団車庫 4 施設は、火災などの災害から市民の生命・財産を守るために設置された施

設です。 

・防災コミュニティセンターは、災害時における避難施設及び防災活動拠点として活用するととも

に、平常時における地域住民の防災意識の高揚及び自主防災活動の推進に寄与するために設置さ

れた施設です。 

・防災コミュニティセンターの年間平均利用者数は 3,932 人です。  

＜防災コミュニティセンターの利用者数（2013～2015 年度）＞ 

施設名称 
年間平均利用者数

（人） 
1 日平均利用者数

（人） 

防災コミュニティセンター 3,932 11 

③ 再配置方針 

・消防署及び分団車庫は、市民の安全性を確保する上で、災害時活動拠点施設として必要な施設で

あるため、消防通信の共同運用の枠組みの中で今後、広域化についての検討が見込まれるものの、

施設数を減らすことはないと考えられます。これらの施設は、建築後の経過年数が 20 年程度未満

とハード評価が高いことから「現状維持」とし、建築後の経過年数が 30 年と 60 年を迎える時期

を目途に、「大規模改修」による施設の長寿命化を検討します。 

・防災コミュニティセンターは、災害時の避難施設や防災活動拠点であり、平常時は防災意識高揚、

自主防災活動推進のために活用していますが、全施設の中で利用状況等のソフト評価が最も低く、

建物状況 

機能・サービス状況 
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区の集会施設としての利用が多くなっています。そのため、集会施設や学習等共同利用施設と同

様に、本施設を市が保有する必要性は低いと判断し、区への「譲渡」を検討します。譲渡の時期

は、建築後の経過年数が 80 年となる時期までに検討します。 

④ 再編に向けた検討事項 

・防災コミュニティセンターの区への譲渡については、下記の要件を踏まえて検討します。 

 

・譲渡にあたり、施設の更新の実施の有無や実施する場合の条件などについて区と協議が必要です。 

 

・譲渡の時期は、建築後の経過年数が 80 年となる時期までに実施することを原則とします。 

 

・譲渡後は、区の負担増加や施設の維持管理が困難になることが想定されるため、有料での市民講

座の開催など、市民団体や一般市民の利用拡大を促すため、運営面のアドバイス等をすることが

必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名称 
経過 
年数
（年） 

延床 
面積 
(㎡) 

実施 
時期 

更新
大規模
改修 

複合化 統合
譲渡/
民営化

廃止

消防署 22 1,963 第 1 期  ●     

第 1 分団車庫 26 43 第 1 期  ●     

第 2 分団車庫 4 76 第 3 期  ●     

第 3 分団車庫 15 67 第 2 期  ●     

第 4 分団車庫 13 55 第 2 期  ●     

防災コミュニティセンター 13 447 第 4 期～     ●  

譲渡の条件 

譲渡の時期 

譲渡後の対応 
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(１７) 行政系施設（その他行政系施設） 

① 対象施設（1 施設） 

 

その他行政系施設 ■清掃事務所 

② 現状と課題 

 

・建築後の経過年数が 43年となっており、老朽化が進行しています。 

・施設は耐震性能を有しています。 

施設名称 
小学 
校区 

建築 
年度 

経過 
年数 
（年） 

延床 
面積 
（㎡） 

構造 
一次
評価

二次評価
耐震
性能

清掃事務所 五条川 1975 43 518 鉄骨造 検討 - あり

 

・清掃事務所は、市内の廃棄物処理及びその他清掃に関する事務を行い、市民のごみ減量に対する

意識を向上させるとともに、資源の回収及び再利用の促進を図るために設置された施設です。 

③ 再配置方針 

・清掃事務所は、市内の廃棄物処理、ごみ減量及び資源化の拠点となっており、市民生活に必要不

可欠であるため「現状維持」とし、建築後の経過年数が 60 年となる時期を目途に、「更新」を検

討します。ただし、現在、ごみ収集コース 6 コースのうち 4 コースを委託しているため、ごみ収

集コースの委託による人員や車の台数に応じた施設規模の縮小を検討します。 

④ 再編に向けた検討事項 

 

・清掃事務所の人員や車の台数に応じて、ごみ収集コースの委託による施設規模の縮小を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名称 
経過 
年数
（年） 

延床 
面積 
(㎡) 

実施 
時期 

更新 
大規模
改修 

複合化 統合
譲渡/ 
民営化

廃止

清掃事務所 43 518 第 2 期 ●      

建物状況 

機能・サービス状況 

施設規模縮小の可能性 
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(１８) 公営住宅 

① 対象施設（1 施設） 
 

公営住宅 ■市営大山寺住宅 

② 現状と課題 

 

・建築後の経過年数が 46年となっており、老朽化が進行しています。 

・施設は耐震性能を有しています。 

 

施設名称 
小学 
校区 

建築 
年度 

経過
年数
（年）

延床 
面積 
（㎡） 

構造 
一次
評価

二次評価
耐震
性能

市営大山寺住宅 曽野 1972 46 2,519 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ造 検討 - あり

 

・市営大山寺住宅は、住宅に困窮する者に対して低廉な家賃で住宅を賃貸し、市民生活の安定と社

会福祉の増進を図るために設置された施設です。 

③ 再配置方針 

・市営大山寺住宅は、セーフティネットのように一定水準の生活レベルを確保するために必要な施

設ではあるものの、家賃補助の実施等により民間の賃貸住宅での代替が可能であると考えられる

ため、建築後の経過年数が 60年となる時期に「廃止」を検討します。 

④ 再編に向けた検討事項 

 

・市営大山寺住宅の廃止にあたり、市が家賃補助を行うなど、民間の賃貸住宅での代替を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名称 
経過 
年数
（年） 

延床 
面積 
(㎡) 

実施 
時期 

更新 
大規模
改修 

複合化 統合
譲渡/ 
民営化

廃止

市営大山寺住宅 46 2,519 第 2 期      ● 

建物状況 

民間活力導入の可能性 

機能・サービス状況 
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(１９) その他（放置自転車等保管場所・岩倉駅自転車駐車場） 

① 対象施設（2 施設） 
 

その他 ■放置自転車等保管場所 ■岩倉駅自転車駐車場 

② 現状と課題 

 

・建築後の経過年数は、全ての施設で 30 年未満となっています。 

・全ての施設が耐震性能を有しています。 

施設名称 
小学 
校区 

建築 
年度 

経過
年数
（年）

延床 
面積 
（㎡） 

構造 
一次
評価

二次評価
耐震
性能

放置自転車等保管場所 岩倉南 1995 23 82 鉄骨造 - - あり

岩倉駅自転車駐車場 岩倉北 2009 9 617 鉄骨造 - - あり

 

・放置自転車等保管場所は、放置自転車対策事務を処理するために設置された施設です。 

・岩倉駅自転車駐車場は、駅周辺における自転車等の駐車需要に応じ、道路交通の円滑化を図り、

住民の利便性を向上させるために設置された施設です。 

・岩倉駅自転車駐車場の年間平均利用台数は 6,280 台です。 

＜岩倉駅自転車駐車場の利用者数（2013～2015 年度）＞ 

施設名称 年間平均利用台数（台）

岩倉駅自転車駐車場 6,280 

③ 再配置方針 

・放置自転車等保管場所は、施設自体は市が経済的な負担を継続していく必要があると考えられま

す。また、岩倉駅自転車駐車場は建築年度が 2009 年度と比較的新しい施設であり、施設自体の稼

働率は約 95%と高いことから、両施設ともに「現状維持」とし、建築後の経過年数が 30 年と 60

年を迎える時期に「大規模改修」を実施します。ただし岩倉駅自転車駐車場については、施設が

所在するサクランド岩倉の修繕時期と合わせる必要があるため、「大規模改修」の実施については

サクランド岩倉管理組合と協議します。 

※サクランド岩倉管理組合との協議による 

④ 再編に向けた検討事項 

 

・放置自転車等保管場所については、施設自体は公共が経済的な負担を継続していく必要があると考

えますが、民間でサービスが提供可能であるか検討することが望ましいと考えます。 

施設名称 
経過 
年数
（年） 

延床 
面積
(㎡) 

実施 
時期 

更新
大規模
改修 

複合化 統合
譲渡/
民営化

廃止

放置自転車等保管場所 23 82 第 1 期  ●     

岩倉駅自転車駐車場 9 617 第 3 期  ●※     

建物状況 

機能・サービス状況 

民間活力導入の可能性 
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３. 再配置方針のまとめ 

再配置方針の検討結果は以下の通りです。 

 

＜再配置方針一覧＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第 1期再配置計画案において事業を実施するため実施時期が異なります。 

実施時期
一次
評価

二次評価 最終評価

市民文化系施設

集会施設

1 大市場町公会堂 第3期 D 譲渡 譲渡

2 曽野町公会堂 第3期 B 規模縮小 譲渡

3 東新町公会堂 第3期 D 譲渡 譲渡

4 北島町多目的センター 第4期 C 譲渡 譲渡

5 川井町文化会館 第4期 C 譲渡 譲渡

学習等共同利用施設

6 八剱会館 第3期 D 譲渡 譲渡

7 東町会館 第3期 D 譲渡 譲渡

8 大上市場会館 第3期 B 規模縮小 譲渡

9 神野会館 第3期 D 譲渡 譲渡

10 泉会館 第3期 D 譲渡 譲渡

11 中野会館 第3期 D 譲渡 譲渡

12 石仏会館 第3期 D 譲渡 譲渡

13 井上会館 第3期 D 譲渡 譲渡

文化施設

14 市民プラザ 第2期 B 複合化 対象施設へ複合化

社会教育系施設

図書館

15 図書館 第3期 A - 対象施設を複合化

その他社会教育系施設

16 青少年宿泊研修施設希望の家 第3期※ D 譲渡 譲渡

17 生涯学習センター 第3期 A - 現状維持

スポーツ・レクリエーション系施設

スポーツ施設

18 総合体育文化センター 第2期 B 複合化 対象施設を複合化

学校教育系施設

学校

19 岩倉北小学校 第2期※ B 複合化 対象施設を複合化

20 岩倉南小学校 第3期 B 複合化 対象施設を複合化

21 岩倉東小学校 第1期 D 規模縮小 規模縮小

22 五条川小学校 第2期 B 複合化 対象施設を複合化

23 曽野小学校 第3期 B 複合化 対象施設を複合化

24 岩倉中学校 第3期 B 規模縮小 規模縮小

25 南部中学校 第4期 B 規模縮小 規模縮小

その他学校教育系施設

26 学校給食センター 第2期 - - 現状維持

用途 施設名称
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※第 1期再配置計画案において事業を実施するため実施時期が異なります。 

実施時期
一次
評価

二次評価 最終評価

子育て支援施設

保育園

27 中部保育園 第2期 D 統合 対象施設と統合

28 北部保育園 第1期 D 統合 対象施設と統合

29 南部保育園 第2期 C 現状維持 現状維持

30 東部保育園 第2期 D 統合 対象施設と統合

31 西部保育園 第2期 D 統合 対象施設と統合

32 仙奈保育園 第2期※ D 統合 対象施設と統合

33 下寺保育園 第3期 D 統合 対象施設と統合

児童館

34 第二児童館 第2期※ B 複合化 対象施設へ複合化

35 第三児童館 第2期 A 現状維持 現状維持

36 第四児童館 第2期 A 現状維持 現状維持

37 第六児童館 第2期 B 複合化 対象施設へ複合化

38 第七児童館 第2期 B 複合化 対象施設へ複合化

地域交流センター

39 地域交流センター（ポプラの家） 第1期 C 現状維持 現状維持

40 地域交流センター（みどりの家） 第1期 A 現状維持 現状維持

41 地域交流センター（くすのきの家） 第2期 A 現状維持 現状維持

子ども発達支援施設

42 あゆみの家 第2期※ B 複合化 対象施設へ複合化

保健・福祉施設

高齢福祉施設

43 南部老人憩の家 第2期 B 複合化 対象施設へ複合化

44 ふれあいセンター 第1期 - - 現状維持

45 多世代交流センターさくらの家 第3期 A 現状維持 現状維持

保健施設

46 保健センター 第2期 - - 対象施設へ複合化

医療施設

医療施設

47 休日急病診療所 第2期 検討 - 対象施設へ複合化

行政系施設

庁舎等

48 市役所 第2期 - - 現状維持

消防施設

49 消防署 第1期 - - 現状維持

50 第1分団車庫 第1期 - - 現状維持

51 第2分団車庫 第3期 - - 現状維持

52 第3分団車庫 第2期 - - 現状維持

53 第4分団車庫 第2期 - - 現状維持

54 防災コミュニティセンター 第4期～ C 譲渡 譲渡

その他行政系施設

55 清掃事務所 第2期 検討 - 現状維持

用途 施設名称
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実施時期
一次
評価

二次評価 最終評価

公営住宅

公営住宅

56 市営大山寺住宅 第2期 検討 - 廃止

その他

その他

57 放置自転車等保管場所 第1期 - - 現状維持

58 岩倉駅自転車駐車場 第3期 - - 現状維持

用途 施設名称
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第 7章 公共施設再配置計画案 

 

１. 再配置計画案の目的と位置付け 

再配置計画案は、今後の再配置計画の推進及び事業化に向けて、本計画の象徴となる事業を抽出した上

で、延床面積の削減量等を実際に検討し、事業の効果や課題を洗い出すものです。 

譲渡・廃止、統合、複合化、規模縮小（事業の継続）の 4つの再編方針について対象施設を抽出し、再

配置事業の具現化に向けて、第 1期（2019～2026 年度）のうちに優先的に検討を進めるべき事業を選定し

た上で、実際に再配置計画案を検討しながら具体的な課題の抽出を行います。 

 

２. 再配置計画案の抽出 

 

(１) 譲渡・廃止（16 施設） 

一次及び二次評価の結果、譲渡または廃止と評価された施設は以下の 16施設です。 

番号 施設名称 
小学 
校区 

経過 
年数 
（年） 

延床 
面積 
（㎡） 

最終 
評価 

実施時期 

1 大市場町公会堂 曽野 38 308 譲渡 第 3 期（更新） 

2 曽野町公会堂 曽野 36 310 譲渡 第 3 期（更新） 

3 東新町公会堂 岩倉東 33 447 譲渡 第 3 期（更新） 

4 北島町多目的センター 岩倉南 23 196 譲渡 第 4 期（更新） 

5 川井町文化会館 岩倉南 21 90 譲渡 第 4 期（更新） 

6 八剱会館 五条川 35 330 譲渡 第 3 期（更新） 

7 東町会館 岩倉北 34 329 譲渡 第 3 期（更新） 

8 大上市場会館 岩倉北 33 329 譲渡 第 3 期（更新） 

9 神野会館 五条川 33 138 譲渡 第 3 期（更新） 

10 泉会館 岩倉北 33 140 譲渡 第 3 期（更新） 

11 中野会館 岩倉北 33 140 譲渡 第 3 期（更新） 

12 石仏会館 五条川 32 330 譲渡 第 3 期（更新） 

13 井上会館 五条川 32 139 譲渡 第 3 期（更新） 

14 青少年宿泊研修施設希望の家 岩倉南 32 978 譲渡 第 3 期（更新） 

15 防災コミュニティセンター 曽野 13 447 譲渡 第 2 期（大規模改修）

16 市営大山寺住宅 曽野 46 2,519 廃止 第 2 期（廃止） 

※経過年数は 2018 年 4月時点 

 

16 施設のうち、二次評価結果が「廃止」の施設は、市営大山寺住宅の 1施設のみであるため、再配置計

画案の対象から除外し、二次評価結果が「譲渡」の施設の中から再配置計画案を選定するものとします。 

二次評価結果が「譲渡」の施設のうち、基本的に利用が地区に限定される集会施設、学習等共同利用施

設及び防災コミュニティセンターは、施設規模が 90 ㎡～447 ㎡と大きく異なっていることや「利用してい

る地区の世帯数」、「コミュニティ活動の状況」、「地区内における他に利用可能な施設の有無」など、地区

ごとの異なる事情に応じて譲渡のあり方を検討する必要があるため、再配置計画案の対象から除外します。 

- 69 -



第 7 章 公共施設再配置計画案 

 

再配置計画案の対象施設は、以下の理由から「青少年宿泊研修施設希望の家」とします。 

 

 

 

 

 

 

施設名称 
建築 
年度 

経過 
年数 
（年） 

延床 
面積 
（㎡） 

構造 
耐用 
年数 
（年） 

更新までの
余寿命 
（年） 

青少年宿泊研修施設希望の家 1986 32 978 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 60 28 

 

 

 

 

 

 

(２) 統合（7 施設） 

一次及び二次評価の結果、統合と評価された施設は以下の 7施設です。 

番号 施設名称 
小学 
校区 

経過年数
（年） 

延床面積
（㎡） 

最終評価 実施時期 

1 中部保育園 岩倉北 48 1,037 対象施設と統合 第 2 期（更新） 

2 北部保育園 五条川 52 739 対象施設と統合 第 1 期（更新） 

3 南部保育園 岩倉南 21 838 現状維持 第 2 期（大規模改修）

4 東部保育園 曽野 50 1,135 対象施設と統合 第 2 期（更新） 

5 西部保育園 岩倉北 49 535 対象施設と統合 第 2 期（更新） 

6 仙奈保育園 岩倉東 44 652 対象施設と統合 第 2 期（更新） 

7 下寺保育園 曽野 41 686 対象施設と統合 第 3 期（更新） 

※経過年数は 2018 年 4月時点 

 

7 施設はすべて保育園であるため、公立保育園適正再配置方針に従うものとします。 

2018 年度現在、南部保育園以外の 6 施設で建築後の経過年数が 30 年を超えています。過去に大規模改

修を実施していないことから、それぞれの構造種別に応じた事後保全の目標耐用年数より、中部、東部、

西部、仙奈、下寺保育園は 60年（鉄筋コンクリート造）、北部保育園は 40年（木造）の更新となります。

したがって、北部保育園はすでに建築後の経過年数が事後保全の目標耐用年数を超過しており、施設の長

寿命化では対応できない状況になりつつあることから、北部保育園を再配置計画案の対象施設とします。 

 

 

 

 

20

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

青少年宿泊研修施設希望の家 32 978 D 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

施設名称 面積
経過

年数

一次

評価

第1期 第2期 第3期 第4期

・青少年宿泊研修施設希望の家は、建築後の経過年数が 30年を超えており、過去に大規模改修を実施

していないことから、鉄筋コンクリート造における事後保全の耐用年数である 60 年での更新とな

り、更新時期まで 28 年となっています。ただし、第 1 期（2023 年度）で指定管理者への委託が終

了予定であるため、その後の施設の担い手を早期に検討します。 

平成35年度に指定管理者との契約が終了

更新 
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施設名称 
小学 
校区 

施設間距離
（km） 

経過年数
（年） 

総園児数
（人） 

定員率 
（％） 

北部保育園 五条川 － 52 38 60 

中部保育園 岩倉北 1.4 48 89 75 

仙奈保育園 岩倉東 1.6 44 83 82 

東部保育園 曽野 2.5 50 71 58 

西部保育園 岩倉北 2.6 49 50 89 

下寺保育園 曽野 2.7 41 74 73 

南部保育園 岩倉南 2.8 21 83 74 

 

統合先は、小学校区を利用圏域としてバランスよく施設配置を進めていくことを踏まえたうえで、下記

の観点から検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また仙奈保育園はあゆみの家と敷地及び建物を共有しているため、統合後の保育園にあゆみの家を複

合化することも併せて検討します。 

・北部保育園は園児の半数が五条川小学校区に居住しているため、現在の小学校区内に配置するもの

とします。統合相手の施設として、隣接する小学校区の中部保育園と仙奈保育園を抽出します。中

部保育園は老朽化が進んでいるものの、保育需要の高い岩倉北小学校区にあり、同学区内には他に

小規模園の西部保育園しかないため、他の学校区へは移動させないものとします。仙奈保育園は近

隣に私立の認定こども園があります。また仙奈保育園を利用する園児の約 40％は五条川小学校区に

居住しています。同園は岩倉東小学校区唯一の保育園ではあるものの、同学区の近接地域に東部保

育園があり、代替施設の確保は可能であると考えます。従って、「北部保育園と仙奈保育園の統合」

を再配置計画案とします。 

北部保育園

中部保育園

東部保育園

下寺保育園

南部保育園

西部保育園 

仙奈保育園

岩倉東小学校
岩倉北小学校

五条川小学校

曽野小学校

岩倉南小学校

保育園 

小学校 
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施設名称 建築年度 
経過年数

（年） 
延床面積

（㎡） 
構造 

耐用年数
（年） 

更新までの
余寿命 
（年） 

北部保育園 1966 52 739 木造 40 0（超過） 

仙奈保育園 1974 44 652 鉄骨造 60 16 

あゆみの家 1974 44 127 鉄骨造 60 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 複合化（13 案） 

一次及び二次評価の結果、複合化と評価された施設は以下の 13施設です。 

番号 施設名称 
小学 
校区 

経過 
年数 
（年） 

延床 
面積 
（㎡） 

最終評価 実施時期 

1 岩倉市民プラザ 岩倉南 43 1,088 対象施設へ複合化 第 2 期（更新） 

2 図書館 岩倉南 36 2,521 対象施設を複合化 第 3 期（更新） 

3 総合体育文化センター 岩倉北 29 7,967 対象施設を複合化 第 2 期（大規模改修） 

4 岩倉北小学校 岩倉北 57 6,603 対象施設を複合化 第 2 期（改築） 

5 岩倉南小学校 岩倉南 57 6,742 対象施設を複合化 第 1 期（長寿命化改修）

6 五条川小学校 五条川 43 4,471 対象施設を複合化 第 2 期（大規模改造） 

7 曽野小学校 曽野 37 6,088 対象施設を複合化 第 1 期（長寿命化改修）

8 第二児童館 岩倉北 50 187 対象施設へ複合化 第 2 期（更新） 

9 第六児童館 五条川 45 210 対象施設へ複合化 第 2 期（更新） 

10 第七児童館 曽野 44 210 対象施設へ複合化 第 2 期（更新） 

11 南部老人憩の家 岩倉南 42 389 対象施設へ複合化 第 2 期（更新） 

12 保健センター 岩倉南 32 1,274 対象施設へ複合化 第 2 期（更新） 

13 休日急病診療所 岩倉南 44 248 対象施設へ複合化 第 2 期（更新） 

※経過年数は 2018 年 4月時点 

※岩倉北小学校の施設面積には市立体育館を含みます 

 

総合体育文化センターを除く 12 施設で建築後の経過年数が 30 年を超えており、老朽化が進行している

状況です。ただし、学校については岩倉市学校施設長寿命化計画を策定しているため、その考え方に従う

ものとします。従って以下の理由から、「岩倉北小学校の複合化」を再配置計画案に選定します。 

 

20

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

北部保育園 52 739 D 53 54 55 56 57 58 59 60
仙奈保育園 44 652 D 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
あゆみの家 44 127 B 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
統合保育園 - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

施設名称 面積
経過

年数

一次

評価

第4期第1期 第2期 第3期

×
×
×

北部保育園は耐用年数を大幅

に超過しているため、できる

限り早期の対策が必要である 

平成 37年に仙奈保育園及びあゆみの家が

日常修繕の時期を迎えるため、この検討で

は、それまでに統合を実施するものとする

大規模改修 更新 
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第二児童館には、岩倉北小学校の放課後児童クラブが設置されており、併せて検討します。 

 

施設名称 建築年度 
経過 
年数 
（年） 

延床 
面積 
（㎡） 

構造 
耐用 
年数 
（年） 

更新までの
余寿命 
（年） 

岩倉北小学校 1961 57 5,541 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 80 23 

岩倉北小学校屋内運動場 2021（予定） - 未定 未定 80 - 

市立体育館 1964 54 1,062 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 60 6 

第二児童館 1968 50 187 鉄骨造 60 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 規模縮小を伴う更新（3 施設） 

一次及び二次評価の結果、規模縮小を伴う更新と評価された施設は以下の 3 施設です。 

番号 施設名称 
小学 
校区 

経過年数 
（年） 

延床面積 
（㎡） 

一次 
評価 

二次評価 実施時期 

1 岩倉東小学校 岩倉東 53 5,920 D 規模縮小 第 1 期(大規模改造)

2 岩倉中学校 岩倉北 51 8,850 B 規模縮小 第 3 期(改築) 

3 南部中学校 曽野 42 8,216 B 規模縮小 第 2 期(大規模改造)

※経過年数は 2018 年 4月時点 

 

規模縮小に伴う更新と評価された施設は全て学校であるため、岩倉市学校施設長寿命化計画の考え方に

従うものとします。第 1期に大規模改造の実施時期を迎える施設の中では、岩倉東小学校が最も古く、児

童数の減少も著しいため、「岩倉東小学校の規模縮小」を再配置計画案とします。 

 

 

 

岩倉東小学校は児童数が減少しており、施設に余裕があると考えられることから、規模縮小と合わせて

地域への開放を検討し、施設の活用状況の向上を図ります。 

 

20

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

岩倉北小学校 57 5,541 B 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
岩倉北小学校屋内運動場 - - - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
市立体育館 54 1,062 B 55 56 57 58 59 60
第二児童館 50 187 B 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

施設名称 面積
経過

年数

一次

評価

第1期 第2期 第3期 第4期

・岩倉市学校施設長寿命化計画において、今後 5年の実施計画として岩倉北小学校の屋内運動場の新設

が計画されており、これまで岩倉北小学校が屋内運動場として使用してきた市立体育館は更新時期ま

で 6 年となっています。また、岩倉北小学校区にある第二児童館は更新時期まで 10 年であることか

ら、複合化の方針と合わせて市立体育館及び第二児童館の更新の必要性を早期に検討する必要があり

ます。 

・岩倉市学校施設長寿命化計画において、岩倉東小学校の校舎の大規模改造実施時期は 2025 年となっ

ており、実施時期まで 7年であることから、規模縮小の方向性を早期に検討する必要があります。 

大規模改修 更新 

岩倉北小学校は

改築時期が近い

岩倉北小学校屋内運動場の

建設に合わせて検討する 
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施設名称 
建築 
年度 

経過 
年数 
（年） 

延床 
面積 
（㎡） 

構造 
耐用 
年数 
（年） 

改築までの余寿命 
（年） 

岩倉東小学校 1965 53 5,920 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 80 
27 

（大規模改修まで 7 年）

 

 

 

 

 

 

 

(５) まとめ 

以上より、第 1期の再配置計画案は、以下の通りとします。 

 

再配置計画案 1 青少年宿泊研修施設希望の家の譲渡 

再配置計画案 2 市立体育館の廃止と岩倉北小学校屋内運動場の新設及び放課後児童クラブの複合化 

再配置計画案 3 北部保育園・仙奈保育園の統合及びあゆみの家の複合化 

再配置計画案 4 岩倉東小学校の規模縮小 

 

20

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

岩倉東小学校 53 5,833 D 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

施設名称 面積
経過

年数

一次

評価

第1期 第2期 第3期 第4期

大規模改修 更新 

岩倉東小学校の大規模改造

時期に合わせて検討 
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３. 再配置計画案 

 

(１) 青少年宿泊研修施設希望の家の譲渡 

青少年宿泊研修施設希望の家は、集団宿泊生活や野外活動等を通じて青少年を自然に親しませ、豊かな

心を育むことを目的に設置された施設であり、非日常の体験ができる貴重な場所であることから、運営の

合理化による事業の継続を目指して、民間等への「譲渡」を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 現状と再配置計画 

＜対象施設情報＞ 

施設名称 
小学 
校区 

建築 
年度 

経過 
年数 
（年） 

施設 
面積 
（㎡） 

土地
所有

施設概要 

青少年宿泊研修施設
希望の家 

岩倉南 1986 32 978 市 

夏休みや休日は一定の利用者がある

ものの、利用状況は低迷しています。

利用向上を図るため、定期的にイベント

を開催しています。 

 

 

 

 

 

方針 

平成 35 年度の指定管理者との契約終了までに、民間等への譲渡を検討します。 

 

 

＜配置図＞ 

譲渡 

青少年宿泊研修施設希望の家の機能 

青少年がグループ活動を通じて、豊かな心を育むことを目的とした施設であり、天体望遠鏡を備えた観

測ドーム、陶芸窯、キャンプが可能な広場等を備えています。 

青少年宿泊研修施設

希望の家 
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② 実現に向けた今後の検討事項 

〇先行事例について調査し、譲渡時の条件やスケジュール、募集条件等の整理を行います。また、希望

の家の市場性を把握するため、指定管理者への委託期間内にサウンディング調査の実施を検討します。 

〇サウンディング調査の実施にあたり、現在の希望の家の機能（野外宿泊施設、デイキャンプ場、陶芸

窯等）をサウンディング調査の条件に盛り込むか検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中長期事業計画  

第 1 期 
前半（2019～2023） 

指定管理者による運営の継続 

サウンディング調査の実施 

後半（2024～2026） 譲渡 

 

再配置計画の効果  

面積 

削減面積 ▲978 ㎡ 

コスト 

削減コスト ▲71,000 万円 

削減比 
100.0％（施設比）

削減率 91.0％ 
1.0％（総面積比）

 

③ 再配置にあたっての課題・留意点 

・高齢者や車椅子利用者等のために、和室のある施設を代替の避難所として検討する必要があります。 

・市街地から離れて利用しにくいため、駐車場の確保等、利便性の向上を図り、市外からも利用者を誘

致できるような施設として検討する必要があります。 

・譲渡先の民間事業者の選定にあたっては、利用料の設定や用途転用の可否など、運営条件の緩和を検

討する必要があります。 

 譲渡によって施設の存続が可能になり、行政から独立した形で民間活力を活用することで、より市

民ニーズに沿ったかたちでの施設運営が期待できます。 

再配置によるメリット 

■従来の検討方法 

検討開始 
活用案の 

作成 

公募要領 

の作成 

プロポーザルの

実施 

交渉権者の 

決定 

民間事業者の手が 

挙がりにくい 

・全て市役所内で検討 

・アイディア不足 

・市場と乖離した公募条件の設定 

■サウンディング調査を取り込んだ検討方法 

検討開始 
活用案の 

作成 

公募要領 

の作成 

プロポーザルの

実施 

交渉権者の

決定 

サウンディング 

調査の実施 

・市場性の把握 

・新しいアイディアの収集 

・参加しやすい公募条件の設定 

民間事業者の 

参加意欲が向上 

 

民間事業者との対話 
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(２) 市立体育館の廃止と岩倉北小学校屋内運動場の新設及び放課後児童クラブの複合化 

岩倉北小学校の屋内運動場新設に併せて、老朽化が進行している市立体育館と地域交流センター（くす

のきの家）及び第二児童館の放課後児童クラブについて、現在の市民サービスを継続するため、必要な機

能を他施設に移転することを検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 現状と再配置計画 

＜対象施設情報＞ 

施設名称 
小学 
校区 

建築 
年度 

経過
年数
（年）

施設
面積
（㎡）

土地
所有

施設概要 

市立体育館 岩倉北 1964 54 1,062 市

岩倉北小学校の屋内運動場としても使用されて
おり、学校行事がない時は市民の一般利用が可
能となっています。（一般利用件数は 2017 年度
実績で 306 件） 

第二児童館 岩倉北 1968 50 187 市 

7 つの児童館のなかで最も狭く、老朽化が進行し
ています。岩倉北小学校区の放課後児童クラブ
が併設されています。2015～2017 年度の平均利
用者数は 21,525 人（73 人/日）で 3 番目に多くな
っています。 

地域交流センター 
（くすのきの家） 

岩倉北 2001 17 908 市 
児童館が設置されている施設の中では最も広く、
平成 2015～2017 年度の平均利用者数は 63,597
人（206 人/日）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

方針 

市立体育館は岩倉北小学校の屋内運動場の新設に併せて廃止するとともに、第二児童館及びくすのきの

家にある放課後児童クラブを屋内運動場に複合化します。第二児童館は更新時期まで存続とし、その後

は児童館機能をくすのきの家に統合し、廃止します。 

＜配置図＞ 

第二児童館

複合化

市立体育館

岩倉北小学校

児童館の機能 

児童福祉法に基づく児童厚生施設で、遊びを通して子どもたちの健やかな成長を図り、その健康を増進

し、情操を豊かにすることを目的に設置しています。卓球、手芸などのクラブ活動や夏祭り、クリスマ

ス会などの季節行事を開催し、また、館内の図書室では児童図書の貸し出しも行っています。 

放課後児童クラブの機能 

小学校 1～4 年生まで（学校で実施している場合は 6年生まで）を対象に、共働き・母子・父子家庭など、

下校後子どもの面倒を十分にみることができない家庭を対象に学童保育を行っています。 

地域交流センター
（くすのきの家）
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② 実現に向けた今後の検討事項 

〇放課後児童クラブの需要の見込みに基づく必要面積の算定と複合施設の配置計画を策定します。 

〇屋内運動場の一般利用や送迎に対応する動線計画を検討します。 

〇需要に応じて新たに駐車場の設置を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中長期事業計画  

第 1 期（2019～2026） 
岩倉北小学校屋内運動場建築・放課後児童クラブの複合化 

市立体育館の廃止・解体 

第 2 期（2027～2036） 
第二児童館の更新時期に児童館機能をくすのきの家へ統合 

岩倉北小学校北館及び南館の改築、西館の大規模改修 

第 3 期（2037～2046） 岩倉北小学校屋内運動場の大規模改修 

第 4 期（2047～2056） 岩倉北小学校北館及び南館の大規模改修、西館の改築 
 

再配置計画の効果  

面積 

削減面積 60 ㎡増 

コスト 

削減コスト 19,000 万円増 

削減比 
4.8％増（施設比） 

削減率 11.3％増 
0.1％増（総面積比） 

 

＜施設再配置（案）＞ 

 放課後児童クラブが学校の敷地内に配置されることから、安全面の向上が見込め、また、1～6 年生

までが利用できるようになります。 

 老朽化した狭い施設から新しく広い施設になるため、子どもたちにより良い環境を提供できます。

再配置によるメリット 

正門

北館 

南館 

運動場

岩倉北小学校 
屋内運動場（新築）

西館 

現在のプールの位置での屋内運動場の

新設に併せ、市立体育館を廃止する。

現在の市立体育館（廃止）
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③ 再配置にあたっての課題・留意点 

・岩倉北小学校屋内運動場を現在のプールの位置に新設する場合、学校プールの代替案として、民間施

設の利用等、民間活力の活用を検討する必要があります。 

・放課後児童クラブの複合化にあたっては、事前に利用者に対してヒアリングを実施し、帰宅時間や駐

車場の確保などに配慮する必要があります。 

・学校施設への複合化にあたっては、施設の管理方法等、施設管理者や学校職員等と慎重に議論してい

く必要があります。 

・安全管理を含めて検討することが重要であり、セキュリティ対策や駐車場整備、アプローチ部分の道

路改良等にかかる費用も含めて検討する必要があります。 
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(３) 北部保育園・仙奈保育園の統合及びあゆみの家の複合化 

少子化に伴う需要の変化と老朽化の進行に対応するため、保育園の配置バランスや地域ごとの利用状況

を評価し、施設の統合による適切な保有量を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 現状と再配置計画 

＜対象施設情報＞ 

施設名称 
小学 
校区 

建築 
年度 

経過 
年数 
（年） 

施設 
面積 
（㎡） 

土地
所有

施設概要 

北部保育園 五条川 1966 52 739 
市 

借地

岩倉市の最北部に位置し、2017 年 4 月時

点の園児数は 38 人で、保育園 7 園の中で

最も少くなっています。 

仙奈保育園 岩倉東 1974 44 652 市 

岩倉市の東部に位置し、2017 年 4 月時点

の園児数は 83 人で、保育園 7 園の中で 3

番目に多くなっています。 

あゆみの家 岩倉東 1974 44 127 市 
仙奈保育園と建物を共有しているため、あ

わせて再配置の検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

方針 

北部保育園は築 52 年の木造建築で老朽化が著しいことから、第 1 期計画期間内に統合を実施します。

統合先は、小学校区を利用圏域としてバランスよく保育園等の施設配置を進めていくことを踏まえて、

新たに検討します。 

＜配置図＞ 

保育園の機能 

就労や疾病などのため家庭で幼児の保育ができない保護者に代わって幼児を預かり、子どもたちに健康

で安全な生活環境を提供し、生涯にわたる生きる力の基礎を育てる手助けをします。 

あゆみの家の機能 

子どもの早期療育を行うための親子通園の施設で、心身の発達に支援が必要な子どもの発達をサポート

し、日常の生活習慣習得のための訓練などを行っています。言語療法、作業療法、音楽療法による療育

のほか、保護者の育児相談にも応じています。 

あゆみの家 

統合

仙奈保育園 

北部保育園 
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② 実現に向けた今後の検討事項 

〇統合保育園の移転先と建設用地を検討します。 

〇園児数の推移予測に基づく必要面積の算定、施設の配置検討及び必要な駐車場の規模を検討します。 

〇あゆみの家の移転先を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中長期事業計画  

第 1 期（2019～2026） 
北部保育園、仙奈保育園の統合、あゆみの家の複合化 

統合保育園の建築 

第 2 期（2027～2036） － 

第 3 期（2037～2046） － 

第 4 期（2047～2056） 統合保育園の大規模改修 
 

再配置計画の効果  

面積 

削減面積 ▲413 ㎡ 

コスト 

削減コスト ▲62,000 万円 

削減比 
27.2％（施設比） 

削減率 7.5％ 
0.4％（総面積比）

※統合保育園の用地取得費用は含まない 

＜施設再配置（案）＞ 

 施設の老朽化や施設間の格差を解消し、子どもたちにより良い環境を提供できます。 

 送迎のための駐車場用地の確保が可能になり、利用者への負担を軽減できます。 

再配置によるメリット 

北部保育園

中部保育園

東部保育園

下寺保育園

南部保育園

西部保育園 

仙奈保育園

岩倉東小学校
岩倉北小学校

五条川小学校

曽野小学校

岩倉南小学校

統合後の保育園は新たに

土地を取得して設置 

公立保育園適正配置方針の考え方に従い、

小学校区を基準に利用圏域を想定し、バラ

ンスよく施設配置を検討していく 

あゆみの家

保育園 

小学校 
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③ 再配置にあたっての課題・留意点 

・保護者の大半が自動車による送迎ですが、コンパクトな岩倉の利点を活かし、徒歩や自転車での送迎

にも配慮した計画とする必要があります。 

・保護者は園児を自動車から降ろすだけではなく、先生等との情報交換等にも時間がかかっているため、

事前にメール等で園児の状況を伝達する等、送迎にかかる時間を減らす取り組みを検討する必要があ

ります。 
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(４) 岩倉東小学校の規模縮小 

岩倉東小学校は、学校施設長寿命化計画により 80 年の使用を想定しているものの、児童数の減少に伴

い、延床面積と利用状況が釣り合わなくなっています。規模縮小を図ることにより維持運営費の削減を図

る方法について検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 現状と再配置計画 

＜対象施設情報＞ 

施設名称 
小学 
校区 

建築 
年度 

経過 
年数 
（年） 

施設 
面積 
（㎡） 

土地
所有

施設概要 

岩倉東小学校 岩倉東 1965 53 5,920 市 

他校と比べて学校区が狭く、2017 年度の児童

数は 149 人と小学校 5 校中で最も少ないもの

の、延床面積は 3 番目に広くなっています。 

※延床面積は校舎及び屋内運動場の延床面積の合計 

方針 

施設は引き続き存続としますが、利用状況を整理して適切な施設規模を検討し、必要に応じて規模縮

小を実施します。また、施設の一部を市民に開放し、施設活用の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜配置図＞ 

規模縮小 岩倉東小学校

＜施設平面図＞ 

屋内運動場は築 20 年未満の新しい

建物であるため、北館及び南館を対

象として規模縮小を検討する 

運動場

プール

屋内運動場

北館（延床面積 2,667 ㎡）

南館（延床面積 2,245 ㎡）

駐車場 正門 

搬入口
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② 実現に向けた今後の検討事項 

○校舎の利用状況を調査し、市民利用の可能性を検討します。 

○一般利用者の来校を想定した動線計画と駐車場増設を検討します。 

○児童と一般利用者の活動範囲を制限し、児童の安全を確保する施設配置を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中長期事業計画  

第 1 期（2019～2026） 
北館の大規模改造、南館の大規模改造及び減築 

屋内運動場の大規模改造 

第 2 期（2027～2036） － 

第 3 期（2037～2046） 北館及び南館の改築・屋内運動場の長寿命化改修 

第 4 期（2047～2056） － 
 

再配置計画の効果  

面積 

削減面積 ▲766 ㎡ 

コスト 

削減コスト ▲24,000 万円 

削減比 
13.1％（施設比） 

削減率 10.8％ 
0.8％（総面積比）

 

 学校施設を市民の生涯学習の場として提供することで、学校がより身近な存在となります。 

再配置によるメリット 

＜施設再配置（案）＞ 

校舎の利用状況（2017 年度） 

減築部分 

北館には普通教室等

を配置し、一般利用

者の立ち入りを制限

する 

南館には特別教室等

を配置し、一部を放

課後などに市民利用

が可能なエリアとし

て開放する 

多目的ホール 音楽室

図書室 

岩倉東小学校は多目的室や教材室として使用されている教室が

多数あるため、学校施設の一部を市民に開放することを検討し、

利用の向上を図る 

北館 

南館 

1F

2F

3F

岩倉東小学校南館
減築部分

調理室 
食
糧
庫 

配
膳
室 

配
膳
室 

ホール 
階段 営繕室 家庭科室

多目的
教室 

便
所 階

段 

日本語適応
指導教室

工作室
放課後

児童クラブ

放課後
児童クラブ

廊下

配
膳
室 

ホール 
階段 

ホール 
階段 

配
膳
室

階
段 

階
段 

便
所 

便
所 

廊下

廊下

コンピュータ 

教室 普通教室 普通教室 普通教室 普通教室

多目的 
教室 

多目的
教室 

書写室 教材室

校長室兼応接室 
職員室 

湯沸室 

相談室 

スタジオ 
放送室 

便
所 

倉
庫 

階
段 

保健室
更
衣
室

普通教室 
(特別支援) 

普通教室 
(特別支援) 

理
科
準
備
室

理科室 普通教室 普通教室 多目的室 多目的室

階
段

階
段

便
所

便
所

日本語適応
指導教室

PTA
研修室

岩倉市

学校生活

適応指導教室

和室便
所 

階
段 

(

印
刷
室)

 

相
談
室 

備品室 備品室 備品室 
廊下
階段

北１Ｆ 

北２Ｆ 

北３Ｆ 

南１Ｆ 

南２Ｆ 

南３Ｆ 

減築部分
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③ 再配置にあたっての課題・留意点 

・外国籍の子どもが多い特色を活かした文化活動、商業施設や老人施設との複合化など、既存施設の有

効活用を図りながら多目的に利用し、他の学校とは違った特色を出せると良いと考えられます。 

・エレベーターを設置するなど、障害者を受け入れやすい小学校を目指すことが考えられます。 

・市民団体等がいつでも使えるような工夫・区分けを行い、学校が地域コミュニティの核となるような

取り組みが必要と考えます。 

・複合化するのであれば、施設管理の責任の範囲や地域との合意形成の観点から、セキュリティ確保の

ルール作りは必須であると考えられます。 
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第 8章 公共施設再配置計画ロードマップ 

 

１. 公共施設再配置計画ロードマップ 

これまでに整理した再配置計画について、公共建築物ごとに実施時期を整理します。 

 

＜再配置計画ロードマップ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2期 第3期 第4期

後期

2019 2020 2021 2022 2023年～2026年

1 1980 38 譲渡
更新時期の60年を迎えるま
でに随時譲渡を検討

2 1982 36 譲渡 〃

3 1985 33 譲渡 〃

4 1995 23 譲渡 〃

5 1997 21 譲渡 〃

6 1983 35 譲渡 〃

7 1984 34 譲渡 〃

8 1985 33 譲渡 〃

9 1985 33 譲渡 〃

10 1985 33 譲渡 〃

11 1985 33 譲渡 〃

12 1986 32 譲渡 〃

13 1986 32 譲渡 〃

14 1975 43 複合化
ハード評価が高い施設への
複合化を検討

15 1982 36 更新、複合化
更新時に隣接する市民プラ
ザ等との複合化を検討

16 1986 32 譲渡（廃止）
譲渡先が見つからない場合
は廃止を検討

17 2009 9 大規模改修 現状維持

18 1989 29
大規模改修、複

合化
保健センター、休日急病診
療所等との複合化を検討

北館 1961 57 空調整備 改築、複合化
大規模改造、複

合化
改築時等に他施設の複合
化を検討

南館 1968 50 空調整備 改築、複合化 〃

西館 1974 44 空調整備
大規模改造、複

合化
改築、複合化 〃

市立体育館 1964 54 廃止
岩倉北小学校の屋内運動
場を建築

屋内運動場 2021 -
新設、複合

化
大規模改造、複

合化
新設時に放課後児童クラブ
を複合化

施設名
建築
年度

経過
年数

大市場町公会堂

曽野町公会堂

東新町公会堂

北島町多目的センター

川井町文化会館

八剱会館

東町会館

大上市場会館

神野会館

泉会館

中野会館

前期

指定管理者による運営の継続、サウンディング調査
の実施

備考

第1期

2027年～2036年 2037年～2046年 2047年～2056年

石仏会館

井上会館

市民プラザ

図書館

青少年宿泊研修施設
希望の家

生涯学習センター

総合体育文化センター

岩倉北小学校

施設
番号

19
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第2期 第3期 第4期

後期

2019 2020 2021 2022 2023年～2026年

本館 1961 57 空調整備 大規模改造 改築、複合化
改築時に他施設の複合化を
検討

東館 1973 45 空調整備
大規模改造、複

合化
改築、複合化

改築時等に他施設の複合
化を検討

西館 1977 41 空調整備
長寿命化改
修、複合化

大規模改造、複
合化

長寿命化改修時等に他施
設の複合化を検討

南館 1979 39 空調整備
長寿命化改修、

複合化
大規模改造、複

合化
〃

屋内運動場 1968 50
大規模改造、複

合化
改築、複合化

改築時等に他施設の複合
化を検討

北館 1965 53 空調整備 大規模改造 改築、複合化
改築時に他施設の複合化を
検討

南館 1965 53 空調整備
大規模改造、規
模縮小、複合化

改築、複合化
大規模改造時に規模縮小
し、他施設との複合化を検
討

屋内運動場 2002 16 大規模改造
長寿命化改修、

複合化
長寿命化改修時に他施設
の複合化を検討

本館 1975 43 空調整備
大規模改造、複

合化
改築、複合化

改築時等に他施設の複合
化を検討

屋内運動場 1976 42
大規模改造、複

合化
改築、複合化 〃

本館 1981 37 空調整備
長寿命化改修、

複合化
大規模改造、複

合化
長寿命化改修時等に他施
設の複合化を検討

屋内運動場 1982 36
長寿命化改修、

複合化
大規模改造、複

合化
〃

北館 1967 51
大規模改

造、空調整
備

改築 改築時に規模縮小を検討

南館 1970 48 空調整備 改築 〃

屋内運動場 1961 57 大規模改造 改築 現状維持

武道場 1994 24 長寿命化改修 大規模改造 〃

北館 1976 42 空調整備 大規模改造 改築 改築時等に規模縮小を検討

南館 1978 40 空調整備 大規模改造 改築 〃

屋内運動場 1977 41 長寿命化改修 大規模改造 現状維持

武道場 1993 25 長寿命化改修 大規模改造 〃

26 2016 2 大規模改造 長寿命化改修 〃

27 1970 48 統合 西部保育園との統合を検討

1966 52 統合 仙奈保育園との統合

統合保育園 未定 - 新設
北部保育園と仙奈保育園の
統合、あゆみの家の複合化

29 1997 21 大規模改修 現状維持

30 1968 50 統合 下寺保育園との統合を検討

31 1969 49 統合 中部保育園との統合を検討

32 1974 44 統合 北部保育園との統合

33 1977 41 統合 東部保育園との統合を検討

28

施設名
建築
年度

経過
年数

前期 備考

第1期

2027年～2036年 2037年～2046年 2047年～2056年

学校給食センター

南部中学校

岩倉南小学校

岩倉東小学校

五条川小学校

曽野小学校

岩倉中学校

中部保育園

北部保育園

南部保育園

東部保育園

西部保育園

仙奈保育園

下寺保育園

23

24

25

施設
番号

20

21

22

- 87 -



第 8 章 公共施設再配置計画ロードマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2期 第3期 第4期

後期

2019 2020 2021 2022 2023年～2026年

34 1968 50
複合化（放
課後児童ク

ラブ）

複合化（児童館
機能）

第1期に放課後児童クラブ、
第2期に児童館を複合化

35 2003 15 大規模改修 現状維持

36 1997 21 大規模改修 〃

37 1973 45 複合化
更新時に学校施設等との複
合化を検討

38 1974 44 複合化 〃

39 1996 22 大規模改修 大規模改修 現状維持

40 1995 23 大規模改修 大規模改修 〃

41 2001 17
大規模改修、複

合化
大規模改修時に第二児童
館を複合化

42 1974 44 複合化
北部、仙奈の統合保育園へ
複合化

43 1976 42 複合化 更新時に複合化を検討

44 1992 26 大規模改修 大規模改修 現状維持

45 2010 8 大規模改修 〃

46 1986 32 複合化
総合体育文化センター、休
日急病診療所との複合化を
検討

47 1974 44 複合化
総合体育文化センター、保
険センターとの複合化を検
討

48 2001 17 大規模改修 現状維持

49 1996 22 大規模改修 大規模改修 〃

50 1992 26 大規模改修 大規模改修 〃

51 2014 4 大規模改修 〃

52 2003 15 大規模改修 〃

53 2005 13 大規模改修 〃

54 2005 13 大規模改修 譲渡
更新時期の80年を迎えるま
でに随時譲渡を検討

55 1975 43 更新 更新時に規模縮小を検討

56 1972 46 廃止 更新時に廃止を検討

57 1995 23 大規模改修 大規模改修 現状維持

58 2009 9 大規模改修 〃

施設名
建築
年度

経過
年数

前期 備考

第1期

2027年～2036年 2037年～2046年 2047年～2056年

第二児童館

第三児童館

第四児童館

ふれあいセンター

多世代交流センター
さくらの家

保健センター

第六児童館

第七児童館

地域交流センター
（ポプラの家）

地域交流センター
（みどりの家）

地域交流センター
（くすのきの家）

放置自転車等保管場所

岩倉市自転車駐車場

第3分団車庫

第4分団車庫

防災コミュニティセンター

清掃事務所

市営大山寺住宅

休日急病診療所

市役所

消防署

第1分団車庫

第2分団車庫

あゆみの家

南部老人憩の家

施設
番号
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第 9 章 今後の取組み 

・施設情報（コスト情報、利用状況、修繕履歴等）の一元管理、分析 

・全体計画（公共施設等総合管理計画、公共施設再配置計画、公共施設長寿命化

計画）の進捗管理 

・分野横断的な視点による修繕予算額の査定、とりまとめ 

・所管課間の意見調整と実行可能な計画の立案 

・市民からの意見聴取の実施と市民ニーズに基づく事業計画の検討  など 

第 9章 今後の取組み 

 

１．今後の取り組み 

 

(１) 全庁的な取組み体制の構築 

本市では、今後、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を迅速かつ効果的に推進するため、公共施設

再配置計画と公共施設長寿命化計画を公共建築物の数値目標を達成するための両輪の計画として位置付

け、全庁横断的な役割を担う専任部署を組織し、公共施設等を資産として捉えた統括的な業務を実施す

ることを目指します。 

専任部署は、公共施設再配置計画及び公共施設長寿命化計画の推進にあたって、所管課の課長級によ

る協議の場の設置を盛り込んだ要綱を作成し、統合や複合化、大規模改修等の実施に向けた課題の抽出

と対応策の検討を行います。また、市民ニーズや事業効果（ソフト、ハード）、スケジュール等について

把握し、それらを整理した基本方針をとりまとめ、庁内の合意形成を図ります。さらに、施設利用者や

市民からの意見聴取の場を設置し、市民ニーズを反映した事業計画を立案していくことに努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜全庁横断的な組織体制のイメージ＞ 

 

 

専任部署で想定される主な業務 

統括的な施設管理 専任部署 

企画・財政 

・財産管理 

など 

予算管理 

財産管理 

施設情報管理 

市長・副市長 施設管理部署 

Ａ部 Ｂ部 Ｃ部 Ｄ部 Ｅ部 
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第 9 章 今後の取組み 

 

(２) 情報管理・共有方策 

公共施設等の情報は、これまで所管部署ごとに管理され、施設台帳等の情報はそれぞれの所管部署内

で活用してきました。しかし、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進していくためには、施設情

報・コスト状況・利用状況などの情報を把握し、費用対効果や将来的な更新コストなどを総合的に分析

していく必要があります。今後は、所管部署ごとの情報を収集・蓄積し、公共施設全般に関連する情報

が一元的・総合的に管理できるシステムの整備を推進します。 

また、施設情報（コスト情報、利用状況及び修繕履歴等）をデータベースに蓄積・整理するとともに、

カルテ等を活用した「見える化」を行うことで、施策の効果検証を毎年度実施します。その結果、必要

に応じ、全庁横断的な視点に立ち、公共施設再配置計画及び公共施設長寿命化計画をはじめとした各計

画の見直しを行います。 

 

(３) 職員の意識・技術力の向上 

今後、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進していくためには、全庁的な取り組みが不可欠と

なるため、全職員を対象とした研修会を定期的に開催し、総合的かつ計画的な管理の目的、意義を理解

するなどの合意形成を図ったうえで、コスト縮減や市民サービスの向上に向けた施策を実施します。 

また、公共施設等の管理の統括的な役割を担う担当職員は、先進事例の視察や講習などにより、技術

や情報・知識を積極的に習得するための機会を設けるとともに、そこで得られた知見を全庁の職員に対

して横断的に展開し、全庁での共有認識の構築や意識の高揚に努めます。 

 

(４) 広域連携の検討 

文化施設やスポーツ施設等の広域的な利用が可能な施設については、広域連携による設置・維持管理・

運営等が考えられます。これまでの本市単独で施設を設置・運営するという考え方のみならず、利用範

囲が広域的な施設については、近隣市町との共同設置や相互利用等の連携を導入することによる、市民

サービスの維持と向上に向けた可能性を検討します。 

 

(５) 民間活力の導入体制の構築 

質の高い公共サービスを持続的かつ効率的に提供するため、指定管理者制度、PPP/PFI などの手法を用

い、民間活力を施設の整備や管理に積極的に導入するなど、民間事業者等の資金やノウハウの活用を検

討します。また、より一層のコスト縮減のため、包括的な民間委託契約など効率的な契約方法を検討し

ます。 

 

(６) 市民協働 

公共施設再配置計画や公共施設長寿命化計画の方針を基に、修繕、更新等の具体的な施策を計画的に

推進していくにあたっては、議会と協議を重ねるとともに、必要に応じて、ワークショップ、地元説明

会及び政策提案制度等により市民からの意見聴取に努めます。また、本計画の実行により公共建築物の

譲渡や廃止も検討されることから、将来を含めた利用者のニーズを的確に把握し、市民サービスへの影

響を最小限に抑えます。 
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第 9 章 今後の取組み 

(７) フォローアップ 

本計画は、38 年間という長期の計画であり、今後の社会情勢や市民ニーズ等の変化に対応する必要が

あるため、5 年間隔を目途に、PDCA サイクルによる随時見直しを行い、実現性・実行性を確保した計画

とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜PDCA サイクルのイメージ＞ 

 

CHECK（検証） 

施設情報のデータベースやカル

テの活用による効果検証 

DO（実施） 

公共施設再配置計画、公共施設

長寿命化計画に沿った修繕・更

新等の実施

ACTION(改善) 

施設機能の状態・利用状況・財

務状況等から改善を実施 

PLAN（計画） 

全体計画（公共施設等総合管理

計画、公共施設再配置計画、公

共施設長寿命化計画）の見直し

見直し 
サイクル 

5 年 
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用語集 

 

か行 

公共施設等 

地方自治体が所有する全ての公共建築物（学校、庁舎等）とインフラ資産

（道路、河川等）の総称であり、本計画でいう「公共施設」とは、インフ

ラ資産と区別し「公共建築物」のことを指す 

更新 

老朽化により構造上危険な状態にあったり、施設を利用する上で、著しく

不適当な状態にあったりする既存の建物を「建て替える」こと（岩倉市学

校施設長寿命化計画で示される改築と同義） 

さ行 

事後保全型管理 

建物や機械・電気設備等において、不具合が出た箇所のみを修繕し、建築

後60年程度で更新するというような維持管理の方法（岩倉市学校施設長寿

命化計画で示される従来型管理と同義） 

た行 

大規模改修 

長寿命化を行うために、断熱化等のエコ改修や老朽化した外装・内装等の

改修など、経年劣化した建物や設備の大部分を改修し、原状回復を図るこ

と（岩倉市学校施設長寿命化計画で示される大規模改造と同義） 

長寿命化 建物を将来にわたって長く使い続けるため、耐用年数を延ばすこと 

長寿命化改修 
長寿命化を行うために、物理的な不具合を直し耐久性を高めることに加

え、機能や性能を現代の求められる水準まで引き上げる改修を行うこと 

な行 

日常修繕 

経年劣化した建物の部分を、既存のものと概ね同じ位置に、概ね同じ材料、

形状、寸法のものを用いて原状回復を図ること（岩倉市学校施設長寿命化

計画で示される部位修繕と同義） 

は行 

ＰＦＩ 

（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ） 

公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営に、民間の資金とノウハウを

活用し、公共サービスの提供を民間主導で行うこと 

ＰＰＰ 

（パブリック・プライベート・パートナーシップ） 
行政と民間がパートナーを組んで事業を行う、「官民連携」の形 

ま行 

目標耐用年数 
本市が目標とする、建物を建築してから改築等を行うまでの使用期間のこ

と 

や行 

予防保全型管理 

建物や機械・電気設備等において、不具合が出る前に予防的に修繕し、従

来型管理よりも長い建築後80年で更新するというような維持管理の方法

（岩倉市学校施設長寿命化計画で示される長寿命化型管理と同義） 
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