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１ 目的 

  国では、2012（平成 24）年に発生した中央自動車道笹子トンネル天井崩落事故を受

け、国民の安全・安心を確保し、中長期的な維持管理・更新等に係るトータルコスト

の縮減や予算の平準化を図るため、2013（平成 25）年に「インフラ長寿命化基本計画」

を策定しており、地方公共団体には 2020（令和２）年度までに個別施設計画を策定す

るよう求めていました。 

また、「公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について」（平成 26 年４月 22

日付け総財務第 74 号）で、全ての地方公共団体にインフラ長寿命化基本計画を参考

に総合管理計画を策定し、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を要請していました。 

  このようなことから、町では、今後の人口見通し及び財政見通しなどを考慮した上

で、公共施設等を適切に維持管理及び更新するための基本的な考え方として本計画を

策定しました。 

 

２ 対象施設 

  本計画で対象とする施設は、町の保有する全ての庁舎や学校等の建築系公共施設と、

道路や上水道などのインフラ系公共施設を対象とします。 
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３ 計画の位置付け 

  本計画は、「岩泉町未来づくりプラン（以下「未来づくりプラン」という。）」を上

位計画とし、各領域の施策の施設面での取り組みに関して基本方針を定めるものです。 

  具体的な取組内容は、今後、各公共施設等で策定する個別施設計画に委ねます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画期間 

  2017（平成 29）年度から 2056年度までの 40年間とします。ただし、財政状況や社

会情勢の変化に対応できるよう必要に応じて随時見直しを行います。 

  

岩泉町未来づくりプラン 

道路 

個別施設計画 

そのほかの 

個別施設計画 

上水道 

個別施設計画 

学校 

個別施設計画 

岩泉町公共施設等総合管理計画 

庁舎 

個別施設計画 
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５ 公共施設等の現在の状況 

(1) 建築系施設 

 町が 2021（令和３）年３月 31日現在で保有する建築系施設の保有状況を、次の

表のとおりで施設数 558施設、延べ床面積 161,647㎡です。 

2016（平成 28）年度末において、建築年度別の面積の割合は建築から 10年未満

の施設が 18％、10年以上 20年未満 20％、20年以上 30年未満 20％、30年以上 40

年未満 24％、40年以上経過している施設が 18％となっており平準化が図られてい

ます。 

 旧耐震基準での建築物は 49,235㎡で全体の 30％、新耐震基準のものが 115,791

㎡で 70％です。新耐震基準で強度が不足していた本庁舎や学校などは、耐震補強

を行いました。 

 

分類別建築系施設一覧 

分類 
平成 27年度末 令和２年度末 

施設数 延床面積（㎡） 施設数 延床面積（㎡） 

学校教育系施設 64 57,826.84 61 56,508.55 

産業系施設 77 26,893.86 68 25,586.55 

スポーツ・レクリエーション系施設 55 17,568.56 53 16,207.58 

公営住宅 71 13,979.29 128 19,158.31 

行政系施設 62 12,229.67 59 11,189.58 

市民文化系施設 19 7,975.82 18 9,139.99 

子育て支援施設 12 4,269.84 14 4,272.09 

社会教育系施設 7 4,084.19 6 3,593.19 

保健・福祉施設 10 3,826.93 11 4,328.24 

供給処理施設 34 1,867.49 32 1,893.06 

医療施設 7 1,075.71 6 915.92 

その他 137 13,428.02 102 8,853.55 

合計 555 165,026.22 558 161,646.61 

  ※ 複合施設は、それぞれの分類毎に計上しています。 
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※ 分類毎に四捨五入しているので、合計は合致しません。 

 

 

  
築年数割合 
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建築年度別施設面積 
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(2) インフラ系施設 

町が令和３年３月 31 日現在で保有するインフラ系施設の保有状況を、総務省更

新費用試算ソフト分類表に準じて分類すると次のとおりで、道路の延長は合計で

637,402ｍ、橋りょう延長 3,355ｍです。 

上水道と下水道の管路延長の合計は 192,524ｍです。 

地域情報通信基盤用伝送路網と携帯電話用伝送路網の延長の合計は 595,000ｍで

す。 

 

分類別インフラ系施設一覧 

分類 
延長（m） 

平成 27年度末 令和２年度末 

町道 309,911 313,882 

林道 274,065 276,926 

農道 46,444 46,594 

橋りょう 3,341 3,355 

上水道 161,589 166,851 

下水道 25,022 25,673 

地域情報通信施設基盤用伝送路網 370,834 362,000 

携帯電話用伝送路網 233,000 233,000 

 

 

(3) 有形固定資産減価償却率の推移 

 有形固定資産減価償却率は、償却資産の取得価額等に対する減価償却累計額の

割合を算出することにより、耐用年数に対して資産の取得から減価償却がどの程

度経過しているのかを全体として把握することが可能となる指標です。 

 

有形固定資産減価償却率の推移 

 平成 29度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

有形固定資産

減価償却率 
60.00％ 61.10％ 62.80％ 63.50％ 
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６ 人口の推移と今後の見通し 

(1) 人口の推移 

国勢調査による人口をもとにした「総人口」は、岩泉町が誕生した 1956(昭和

31)年から４年後の 1960（昭和 35)年の国勢調査時点ですでに減少傾向にあり、そ

の後増加することなく減少し続けています。 

1960(昭和 35)年には「総人口」27,813人でしたが、1980(昭和 55)年には２万人

を切り、2020(令和２)年には 9,841人となりました。 

年齢３区分別人口を見ると、1980(昭和 55)年の時点では、「生産年齢人口（15～

64 歳）」が最も多く、次いで「年少人口（0～14 歳）」、「老年人口（65 歳以上）」と

いう順番でしたが、1995(平成７)年には、「年少人口」よりも「老年人口」が多く

なりました。その後、「老年人口」は増加を続け、「年少人口」と「生産年齢人口」

は減少しています。 

減少の大きな要因としては社会減がありますが、1989年以降は自然減も相まって

人口減少が進行している状況です。 

  近年では社会減の影響が小さくなってきているものの、町外に転出する主な年代

として 15～19歳と 20～24歳が多くなっています。これらの若い世代が町外に転出

することによって、出産適齢期と言われる年齢層が非常に少ない状況です。 

 

 

  出典：「国勢調査」（各年 10 月１日）  

1960年 1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年

総人口 27,813 24,846 22,177 20,219 18,236 16,959 15,164 13,879 12,845 11,884 10,804 9,841 8,726

年少人口 4,687 3,702 2,860 2,253 1,761 1,397 1,121 946 738

生産年齢人口 11,458 10,915 9,593 8,416 7,335 6,407 5,599 4,891 4,119

老年人口 2,091 2,342 2,711 3,210 3,749 4,080 4,084 4,004 3,869
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総人口と年齢３区分別人口の推移

総人口
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(2) 人口の今後の見通し 

  人口の今後の見通しについては、2020（令和２）年に未来づくりプランで、国立

社会保障･人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口（平成 31 年３月推計）」

など国から提供されたデータとワークシートを活用し、次の条件のもとで試算しま

した。 

 

 

 

試算結果は次のとおりで、総人口は、2040年に 6,557人、2060 年に 5,169人と、

それぞれ 2010(平成 22)年から 4,247人減、5,635人減となっています。 

その間、0～14歳人口は 2020年以降に減少から横ばいで推移し、2050年に増加し

ています。 

15～64歳人口及び 65歳以上人口は 2015年以降減少する見通しです。 

 
出典：「国勢調査」（各年 10 月１日）、岩泉町未来づくりプラン（2020（令和２）年） 

 

  

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年

総人口 10,804 9,841 8,940 8,278 7,655 7,086 6,557 6,086 5,697 5,394 5,169

年少人口 1,121 946 778 787 824 880 858 841 852 871 889

生産年齢人口 5,599 4,891 4,221 3,718 3,324 3,030 2,817 2,737 2,663 2,612 2,595

老年人口 4,084 4,004 3,941 3,773 3,507 3,176 2,882 2,508 2,182 1,911 1,685

高齢化率 37.8% 40.7% 44.1% 45.6% 45.8% 44.8% 44.0% 41.2% 38.3% 35.4% 32.6%

0
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4,000
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総人口と年齢３区分別人口の推計

総人口

（人）
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【試算条件】 

① 全国の移動率が今後一定程度縮小 

② 移動が 2025年以降にゼロ（均衡）で推移 
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７ 町財政の推移と今後の見通し 

  東日本大震災前の 2010（平成 22）年度から 2026（令和８）年度までの町財政の推

移と見通しは次のとおりです。 

決算額は、東日本大震災前の 2010（平成 22）年度に比べると、2011（平成 23）か

ら 2015（平成 27）年度までは、東日本大震災からの復旧・復興事業や大型のハード

整備事業で増加しています。 

2016（平成 28）年度から 2020 年度までは、平成 28 年台風第 10 号豪雨災害（以下

「2016 台風災害」という。）からの復旧・復興事業により増加します。事業費の増加

に伴い、その財源である国庫支出金及び県支出金も増加しますが、その後は事業費と

ともに減少します。 

歳入の地方交付税は、2018年度以降増加します。これは、歳出の公債費の一部が地

方交付税に算入されることから、公債費の増加に伴い地方交付税も増加するものです。

一方、地方交付税の公債費以外により算定されるものや町税、交付金等については、

人口減少等に伴い減少する見込みです。 

  基金は、東日本大震災前の 2010（平成 22）年度に比べると、2015（平成 27）年度

までは自主財源での事業が減少したことなどから剰余金を積み立て増加しました。

2016（平成 28）年度以降は、2016 台風災害からの復旧復興事業の財源に基金を取り

崩して充てるため減少しました。2024年度以降は、公債費の支払いのピークを過ぎる

ことから、収支バランスが均衡する見込みです。 
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８ 公共施設等の更新費用の見通し 

  町が、2016台風災害被災前の平成 28年３月 31日現在で保有する公共施設等の規模

を将来にわたって維持した場合の費用を試算した結果は、次のとおりです。 

 

(1) 建築系施設 

 建築系施設を公共施設の分類ごとに、延床面積を同じ条件で更新し続けること

とし、その延べ床面積に用途別の更新単価を乗じることにより、今後 40年分の更

新費用を試算しました。 

 この結果、今後 40年間の更新費用の総額は約 671.4億円、一年間の平均費用は

約 16.8億円が必要となりました。 

なお、個別施設計画のよる長寿命化対策を反映した場合、一年間の平均費用は

約 2.1億円となり、年間約 14.7億円の費用の削減が見込まれます。 

 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2
0
11

2
0
12

2
0
13

2
0
14

2
0
15

2
0
16

2
0
17

2
0
18

2
0
19

2
0
20

2
0
21

2
0
22

2
0
23

2
0
24

2
0
25

2
0
26

2
0
27

2
0
28

2
0
29

2
0
30

2
0
31

2
0
32

2
0
33

2
0
34

2
0
35

2
0
36

2
0
37

2
0
38

2
0
39

2
0
40

2
0
41

2
0
42

2
0
43

2
0
44

2
0
45

2
0
46

2
0
47

2
0
48

2
0
49

2
0
50

2
0
51

2
0
52

2
0
53

2
0
54

2
0
55

建築系施設整備額

既存更新分

新規整備分

用地取得分

1年当たり整備額 16.8億円

↓

1年当たり整備額 2.1億円

億円



13 

 

(2) インフラ系施設 

インフラ系施設について、現在の規模を将来にわたって維持した場合の費用を建

築系施設と同様に試算しました。 

この結果、今後 40年間の更新費用の総額は約 445.5億円、一年間の平均費用は

約 11.1億円が必要となりました。 

なお、個別施設計画のよる長寿命化対策を反映した場合、一年間の平均費用は

約 6.4億円となり、年間約 4.7億円の費用の削減が見込まれます。 
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(3) 公共施設等全体 

建築系施設及びインフラ系施設を合わせた公共施設等全体では、今後 36年間の

更新費用を合計すると 307.2億円、年平均 8.5億円です。 

今後更新費用と過去３年間の更新費用を比較すると、2018（平成 30）から 2021

（令和３）年度までの３年間のうち、東日本大震災及び 2016台風災害に係る災害

復旧を除いた更新、新規整備事業費は 69.6 億円、年平均 13.1 億円ですので、現

状の 64.9％の費用がかかる試算となりました。 

なお、過去３年間の更新、新規整備事業費の年平均 13.1億円のうち、79.4％の

10.4億円は国県支出金や地方債などの特定財源です。 
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９ 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本方針 

(1) 全庁的な取組体制の構築等の方策 

 公共施設等に関する情報は、地方公会計で整備した固定資産台帳に全て集約さ

れていることから、財産管理所管部署で一元化管理を行います。また、計画の見

直しや個別計画の策定に当たっては、全庁的な方向性である「未来づくりプラン」

との整合性を図ります。 

(2) 現状や課題に関する基本認識 

 将来人口は、「６ 人口の推移と今後の見通し」で示したとおり、2015（平成 27）

年からの 40年間で 45.2％、4,447人減少する見通しです。また、高齢化率は 2030

年の 45.8％をピークに、2060年には 32.6％まで減少し年齢構成が変化する見込み

です。年齢構成の変化に伴い必要とされる施設にも変化が生じます。 

 公共施設等を現在の規模で維持するための更新費用の見通しは、「８ 公共施設

等の更新費用の見通し」で示したとおり年間 8.5 億円、近３年間の１年間当りの

平均費用の 64.9％が必要となります。更新に当たっては、新規整備と同様に国県

支出金や地方債などの特定財源を活用して町の負担を軽減する必要があります。 

 財政規模は、「７ 町財政の推移と今後の見通し」で示したとおり、人口減少に

伴い減少する見通しですので、現在の規模を将来にわたって維持することは困難

となります。 

 一方で、地形の影響で集落が分散して形成されており、それぞれの地域で住民自

治や福祉を推進するためには、一定の施設は不可欠です。 

 このようなことから、施設の選別を行い限られた財源を有効活用して、持続可能

な更新を行う必要があります。 

(3) 過去に行った公共施設マネジメント 

 令和２年度に支所、診療所、集会室、避難所及び消防屯所の機能を集約化した

複合施設を整備しました。 

(4) 公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

① 点検・診断等の実施方針 

○ 職員による日常の自主的な点検に加え、必要に応じて専門家等の点検・診断

を行います。 

② 維持管理及び更新等の実施方針 

○ 公共施設等に不具合がある場合には、施設の重要度や利用頻度など総合的に

判断し、速やかな修繕や施設の休止など利用者に危険を及ぼすことがないよう
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適正な維持管理に努めます。 

○ 更新及び大規模修繕に当たっては、施設の重要度や必要性、事業の年度間の

平準化など総合的に検討して行います。 

③ 安全確保の実施方針 

 ○ 点検・診断等により、高度な危険性が認められた公共施設等については、速

やかに修繕を実施します。また、老朽化などにより供用廃止され、かつ、今後

も利用見込みのない公共施設等は順次除却します。 

○ 除却までの間に事故が生じないよう適切な対策を行います。 

④ 耐震化の実施方針 

 ○ 耐震化は施設の重要度や劣化状況などを総合的に判断し、優先度の高いもの

から計画的に実施します。 

⑤ 長寿命化の実施方針 

 ○ 長寿命化は一律に全ての施設を行うのではなく、将来の利用が見込まれる施

設について、必要とされる年数まで耐用年数を延ばすための長寿命化を推進し

ます。 

 ○ 事業の実施時期を調整し、財政負担の平準化を行います。 

⑥ ユニバーサルデザイン化の推進方針 

 ○ すべての人が安全で快適に利用しやすいよう、ユニバーサルデザインへの対

応に努めます。 

⑦ 統合や廃止の推進方針 

 ○ 公共施設等の統合や廃止に当たっては、町民の意見を広く聞き、その反映に

努めます。 

○ 廃止に当たっては、他の用途への転用や廃止に伴う町の負担を検討してから

行います。 

○ 廃止した施設は、計画的に除却します。 

○ 新たに施設を設置しようとするときは、施設の統合や複合化を検討したうえ

で行います。 

⑧ 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

 ○ 職員の資質の向上を図るため、積極的に職員の研修を行います。 

 ○ 未来づくりプランの見直しに併せて個別施設計画の見直しを行います。 
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10 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

(1) 建築系施設 

◆ 安全の確保 

 管理運営に当たっては、必要な点検等を行い異常の早期発見、早期改善を行

い利用者の安全の確保に努めます。また、施設の更新及び長寿命化に当たって

は、バリアフリーを勘案して整備を行うことで、より安全に利用できる施設と

します。 

◆ 総量の縮減 

人口減少により全体での施設の利用状況が減少することから、更新時は面積の

縮小や他の施設との複合化を検討します。また、稼働率が著しく下がる施設は、

統合や廃止を行い施設の総量を縮減します。 

◆ トータルコストの縮減 

 ○ 施設の長寿命化により、既存施設を長く有効に使用することで更新費用の抑

制を図ります。 

 ○ 施設の更新及び長寿命化に当たっては、省エネルギー化やランニングコスト、

民間の活用、財源などトータルコストを勘案したうえで事業を実施します。 

 ○ 不用な施設は、売却、貸付及び除却を検討します。 

◆ 事業の平準化 

  人口減少に伴い町の財政規模も縮小していくことから、事業の平準化を行うこ

とで世代間の負担の公平性を保ちます。 
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(2) インフラ系施設 

◆ 安全の確保 

○ 管理運営に当たっては、必要な点検等を行い、異常の早期発見、早期改善

を行い利用者の安全の確保に努めます。また、施設の更新及び長寿命化に当

たっては、バリアフリーを勘案して整備を行うことで、より安全に利用でき

る施設とします。 

○ インフラ系施設の故障は、町民生活の安全や利便性に直結することから、

故障する前の予防保全に積極的に取り組みます。 

◆ 総量の抑制 

広大な面積を有する当町では、インフラ系施設が十分に設置されている状況に

ないことから、引き続き新設を行う必要があります。新設に当たっては、将来

の利用状況と費用負担などを検討し、慎重に整備を行うことで総量の抑制を図

ります。また、公営企業会計の施設の新設及び更新は料金に直結することから、

経営戦略と整合性を図るとともに収支バランスを考慮しながら行います。 

◆ トータルコストの縮減 

 ○ 施設の長寿命化により、既存施設を長く有効に使用することで施設整備費の

抑制を図ります。 

 ○ 施設の更新及び長寿命化に当たっては、省エネルギー化やランニングコスト、

民間の活用、財源などトータルコストを勘案したうえで事業を実施します。 

◆ 事業の平準化 

  人口減少に伴い町の財政規模も縮小していくことから、事業の平準化を行うこ

とで世代間の負担の公平性を保ちます。 
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11 ＰＤＣＡサイクルの推進方針 

 ○ この計画は長期的な取組となるため、国の制度変更や社会環境の変化などが予想

されることから、ＰＤＣＡサイクルに基づき、状況に応じて随時見直しを行います。 

 ○ ホームページ等を活用して、計画の見直し等の情報提供に努めます。 


