
⻑万部町 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設⽩書
【本編】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年 12 ⽉【改訂】
 



【⽬次】 

(1) ⽩書の⽬的 ............................................................................................... 1 

(2) ⽩書の位置づけ .......................................................................................... 2 

(3) 本⽩書の対象施設と評価視点 ......................................................................... 3 

2.1 町の概要 ................................................................................................. 7 

2.2 町の⼈⼝推移・予測 .................................................................................... 9 

(1) ⼈⼝・世帯数の推移 ..................................................................................... 9 

(2) 将来⼈⼝予測 .......................................................................................... 10 

2.3 町の財政状況 ......................................................................................... 15 

2.3.1 歳⼊・歳出の状況 ................................................................................. 15 

(1) 歳⼊（収⼊） .......................................................................................... 15 

(2) 歳出（⽀出） .......................................................................................... 17 

2.3.2 財政状況の他⾃治体との⽐較 ................................................................... 20 

(1) 財政⼒指数 ............................................................................................ 20 

(2) 実質収⽀⽐率 .......................................................................................... 21 

(3) 経常収⽀⽐率 .......................................................................................... 22 

(4) 将来負担⽐率 .......................................................................................... 23 

2.3.3 今後の財政等の⾒込み .......................................................................... 24 

(1) 今後の財政の⾒込み .................................................................................. 24 

(2) 今後の投資的経費の⾒込み .......................................................................... 25 

3.1 公共施設等の概況 ................................................................................... 26 

(1) 公共施設 ............................................................................................... 26 

(2) 都市基盤（インフラ）施設 ............................................................................ 37 

4.1 分類別施設の⽐較 ................................................................................... 42 

(1) 分類別保有施設量 .................................................................................... 42 

(2) 分類別⼈⼝当たり保有施設量 ....................................................................... 43 

(3) 分類別築年数 .......................................................................................... 43 

(4) 分類別施設運営・維持管理コスト .................................................................... 44 

4.2 分類別施設の状況 ................................................................................... 45 

4.2.1 ⾏政系施設 ....................................................................................... 45 

(1) 庁舎等 .................................................................................................. 45 

(2) 消防施設 ............................................................................................... 48 

4.2.2 市⺠⽂化（コミュニティ）系施設 ................................................................ 52 

(1) 集会施設 ............................................................................................... 52 

4.2.3 ⽣涯学習系施設 .................................................................................. 57 

(1) 社会教育系施設 ....................................................................................... 57 

(2) スポーツ・レクリエーション施設 .......................................................................... 63 



4.2.4 学校教育系施設 .................................................................................. 66 

(1) 学校 ..................................................................................................... 66 

(2) その他教育施設 ........................................................................................ 70 

4.2.5 社会福祉系施設 .................................................................................. 73 

(1) ⼦育て⽀援施設 ....................................................................................... 73 

(2) 保健・福祉施設 ........................................................................................ 76 

(3) 医療施設 ............................................................................................... 79 

4.2.6 公営住宅 .......................................................................................... 83 

4.2.7 公園施設 .......................................................................................... 87 

4.2.8 産業系施設 ....................................................................................... 91 

4.2.9 ⽣活関連施設 .................................................................................... 94 

(1) 供給処理施設 .......................................................................................... 94 

(2) 上⽔道施設 ............................................................................................ 97 

(3) 下⽔道施設 ........................................................................................... 100 

(4) ガス施設 ................................................................................................ 103 

4.2.10 その他 .......................................................................................... 106 

(1) 地区別の保有施設状況 .............................................................................. 113 

(2) 地区別の配置状況と保有施設の現状 .............................................................. 114 

6.1 公共施設の更新費⽤推計 ......................................................................... 126 

6.2 インフラ施設の修繕・更新費推計 .................................................................. 128 

7.1 現状と課題の整理 .................................................................................. 129 

(1) 公共施設の現状と課題 ............................................................................... 129 

(2) インフラ施設の現状と課題 ............................................................................ 133 

7.2 今後の取組の⽅向性 ............................................................................... 134 

(1) 公共施設マネジメントの必要性 ...................................................................... 134 

(2) 公共施設の総合的管理への取組と実施 ............................................................ 134 

(3) 公共施設⽩書の活⽤ ................................................................................ 135 

 

 



 
1 

1. 公共施設白書について 

(1) 白書の目的 

これまで、本町では社会環境の変化や町民ニーズの多様化などに応える形で、社会資本で

ある小中学校や集会施設をはじめとする公共施設、道路や橋などのインフラ施設を整備し、

町民生活の安定と向上に寄与してきました。 

一方で、町内の公共施設の 1/3 は、1980 年以前に建築されたもので、これらの施設の

多くは、建築後 30 年から 40 年を経過し、施設の老朽化が顕著に進行しており、今後、改

修や建替えが集中する時期を迎えることになります。 

対して、本町を取り巻く今日の情勢は、本格的な人口減少社会の到来を迎え、少子高齢化

の進展や生産年齢人口（15～64 歳）の減少等により町の人口構造が変化しており、町税収

入の伸び悩みや扶助費の増加などにつながることが予測されます。 

今後は更に厳しい財政状況になると考えられ、ひいては真に必要な行政サービスまで影響

を及ぼしかねないことが予測されます。  

このような状況のなか、現在、全国各地において、老朽化など公共施設やインフラ施設の

見直しが大きな課題となっています。 

町内における公共施設は、町民１人あたりの延床面積が 14.1 m2/人となり、東洋大学研

究センターの研究による全国平均値 3.42m2/人を大きく上回っているほか、高度経済成長

期に整備されたものが多く、老朽化に伴い更新時期を迎えたもの、耐震性の問題をかかえた

もの、少子高齢化の進行によるニーズ変化への対応など、公共施設やインフラ施設の更新だ

けではなく、その維持管理にも膨大な経費がかかることが想定されます。 

このような状況の中で、町民の価値観や生活様式の高度化と多様化が進んでいることから、

限られた財源の中で、新たな行政需要に対応するためには、「あれも、これも」の従来の行

政が行う町民サービスの提供の枠組みから脱却し、「あれか、これか」の新たな視点から事

務・事業の集中と選択、行政サービスに配慮した行財政運営が必要となっています。 

こうしたことから、今後必要性の高い施設や機能を維持するためには、計画的な修繕・更

新等により公共施設やインフラ施設の長寿命化を図り、財政負担を軽減・平準化させること

や、必要性の低い施設との選別を進め、公共施設の適正な配置や複合化など、機能の維持や

利便性に 大限配慮しながらも公共施設の適正化を推進し、量から質への転換や 適化、効

率的な管理運営を図る必要があると考えます。 

これらを踏まえ、公共施設及びインフラ施設の一元評価及び管理を行うことは喫緊の課題

であり、評価を通じ、インフラ施設の整備計画や公共施設の改修・更新、統合及び廃止につ

いて総合的に検討を行うこととし、さらにランニングコストの比較検討による経費の平準化

や町民へ正しい情報を公開するなどの対応が不可欠となっています。 

『長万部町公共施設白書』は、公共施設・インフラ施設の一元的な管理と町民へ正しい情

報を公開するための基礎資料としてとりまとめるものです。 
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(2) 白書の位置づけ 

『長万部町公共施設白書』は、本町の『公共施設等総合管理計画』及び『公共施設適正配

置計画』や関連する個別施設計画の策定における基礎資料として位置づけ、公共施設やイン

フラ施設の量（ストック）、経費（コスト）、利用状況（サービス）の現状について客観的な

把握を行っています。 

具体的には、①ストック情報：各施設の建築年次、経過年数や延床面積等、②コスト情報：

各施設の運営に係る支出・収入額、③サービス情報：各施設の利用人数、稼働率や職員数等

3 つの視点で、用途別等で現状を把握・分析しています。 

また、本白書では、客観的な評価と合わせて、公共施設の特性と問題点を整理するととも

に、公共施設が抱える課題を整理しています。 

なお、『公共施設等総合管理計画』は、本町の上位計画である「第三次長万部町まちづく

り総合計画」に基づき、各施策分野の中の施設面の取組みに関して、横断的な指針として提

示するものです。また、「都市計画マスタープラン」「新幹線を核としたまちづくり実行計画」

といった関連する各計画や財政運営との連動・調整を図りながら、公共施設やインフラ施設

の総合的な管理を行うものとします。 

 
 

 
図 1-１ ⻑万部町公共施設⽩書の位置づけ 
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(3) 本白書の対象施設と評価視点 

① 公共施設及び対象となる公共施設 

本町の財産には、公有財産、物品、債権及び関連基金があり、このうち「公有財産」と

は、本町が所有している財産で、土地、建物、有価証券、出資による権利などの財産をい

い、その使用目的により、「行政財産」と「普通財産」に分類されます。本町では、「行

政財産」として多くの公共施設やインフラ施設を保有しており、庁舎や消防署などの

行政サービスを提供する「公用財産」と、学校や体育館、道路・橋りょうなど町民が

利用する「公共用財産」に分けられます。 

本白書では、本町が保有する公共施設 92 施設及びインフラ資産を対象施設として

います。なお、道路、橋りょう及び上下水道管路、公園等のインフラ施設については、将

来コストの試算対象として記載しています。 
 

 

図 1-２ ⻑万部町の財産と⽩書対象の公共施設 
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② 施設分類 

公共施設は、それぞれ施設の設置・利用目的のため整備されてきており、本書では、公共

施設を利用の実態や施設の目的・用途別に 10 の大分類に区分しています。 
 

表 1-1 公共施設の⽬的・⽤途別施設分類 

区分 施設分類 主な施設 ⼤分類 中分類 

建物 

⾏政系施設 庁舎等 庁舎、⾞庫 など 
消防施設 消防署、機械器具置場 など 

町⺠⽂化（コミュ
ニティ）施設 集会施設 多⽬的活動⽀援センター、振興会館、⽣活館 

など 

⽣涯学習系施設 
社会教育系施設 図書館、博物館 など 
スポーツ・レクリエーシ
ョン系施設 体育館、スポーツセンター など 

学校教育系施設 学校 ⼩学校、中学校 
その他教育施設 給⾷センター 

社会福祉・医療系
施設 

⼦育て⽀援施設 保育所 
⾼齢福祉施設 ⽼⼈福祉センター 
病院施設 町⽴病院 

公営住宅 町営団地 
公園 公園管理棟、炊事場、公園トイレ など 
産業系施設 勤労者研修センター 

⽣活関連施設 

供給処理施設 清掃センター、リサイクル施設 など 
上⽔道施設 浄⽔場 
下⽔道施設 終末処理場 
ガス施設 町営ガス⼯場 

その他施設 公宅、教員住宅、バス待合所、トイレ など 

インフラ施設 道路、橋りょう、上下⽔道管路 
公園、農業⽤排⽔路 

 

③ 施設評価の視点 

本白書では、個々の公共施設について、本町が管理している平成 26 年 3 月末時点の公有

財産台帳（面積や建築年度）ならびに平成 27 年 12 月に実施した所管部門へのアンケート

調査結果をもとに、①施設の概要、②施設の配置状況と需要人口、③建物の現状、④維持管

理・運営コストの現状、⑤稼働・利用の現状を整理、特に「需給バランス」、「建物の現状」、

「維持管理や事業運営にかかる経費」、「行政サービスの稼動・利用状況」の 4 つの視点によ

り実態を分析し、そのデータを基にそれぞれの類型施設ごとに現状と課題を整理しています。 
 
《需給バランス》 

• 各施設の地域別での偏りを比較できるように、各施設の供給エリア（サービスの

供給範囲）と各施設の需要者から「需給バランス」を指標化しています。 

• 需給バランスは以下により算定し、平均値が「１.0」となり、供給面積が多い場

合「１.0 以上（赤色）」、少ない場合「１.0 以下（青色）」の数値となります。 

需給バランス＝（施設面積÷需要人口）÷同一用途の平均値 
 

• なお、需要バランスの算定が不可能な項目については、人口密度で示しています。 
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《施設の現状》 

• 各建物の性能を比較するため、各建物の品質項目を建物ごとに点数化しています。

点数が高いほど建物自体の性能が客観的に高いことを示しています。 

• 複数の建物で構成されている施設は、建物の規模（延床面積）で按分し、当該施

設の点数を算定しています。 

• なお、点数は各品質項目内の比較のため使用するもので、建物そのものの優劣を

示したものではありません。 

 
品質項⽬ 点数 説明 

⽼朽化率 5 〜1 点 
⽼朽化率の割合に応じて 5 点満点で点数化（0〜25%未満で 5〜
4 点の間、25〜50%未満で 4〜3 点の間、50〜75%未満で 3〜2 
点の間、75%から 100%未満で 2 〜1 点の間、100%で 1 点） 

主体構造 
5 点（鉄筋） 主体構造が鉄⾻鉄筋コンクリート、プレキャストコンクリート など 
3 点（鉄⾻） 主体構造が鉄⾻造及び軽量鉄⾻造 など 
1 点（⽊造） 主体構造が⽊造、コンクリートブロック など 

耐震性能 

5 点 新耐震基準（建築年が昭和 56 年以降） 
4 点 旧耐震基準であるが耐震性有（Is 値 0.72 以上） 
3 点 旧耐震基準であるが耐震性有（Is 値 0.6 以上） 
1 点 旧耐震基準（建築年が昭和 56 年前） 

⼤規模改修※ 

5 点 建築後 10 年以内の建物（⼤規模改修が不要） 
4 点 建物本体の改修を実施 
3 点 設備の改修を実施 
2 点 未実施（今後数年以内に実施する予定がある） 
1 点 未実施 

福祉性能 5 〜1 点 

福祉設備（階段昇降機、出⼊⼝スロープ、エレベーター、点字ブロッ
ク、歩⾏補助⼿すり、多⽬的トイレ）のうち対応している項⽬数に応じ
て点数化（4 項⽬以上で 5 点、3 項⽬対応で 4 点、2 項⽬対応で 3
点、1 項⽬対応で 2 点、未対応が 1 点） 

節電性能 5 〜1 点 

節電設備（太陽光発電、LED 照明、省エネエアコン、その他節電設
備）のうち対応している項⽬数に応じて点数化（4 項⽬以上で 5 点、
3 項⽬対応で 4 点、2 項⽬対応で 3 点、1 項⽬対応で 2 点、未対応
が 1 点） 

節⽔性能 5 〜1 点 

節⽔設備（節⽔トイレ、節⽔蛇⼝、⾬⽔・地下⽔利⽤、その他節⽔
設備）のうち対応している項⽬数に応じて点数化（4 項⽬以上で 5
点、3 項⽬対応で 4 点、2 項⽬対応で 3 点、1 項⽬対応で 2 点、未
対応が 1 点） 

※⼤規模改修は過去 10 年以内 
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《維持管理や事業運営にかかる経費》 

• 各施設にかかる維持管理・運営コストを比較できるよう平成 24 年度から平成

26 年度までの施設ごとの財務状況を集計しています。 

• 施設ごとの年間収支を整理するとともに、単位当たりの年間経費を算定していま

す。 

• なお、各施設で記載されている維持管理・運営コストは、平成 24 年度から平成

26 年度までの過去 3 年度分の平均となります。 

 
項⽬ 説明 

収⼊ 補助⾦・交付⾦、使⽤料、賃借料など、施設を通じて提供するサービスの対価として
得られるもの 

維持管理コスト 施設管理にかかるコスト（施設管理⼈件費、委託料、指定管理料など） 
施設保有にかかるコスト（光熱⽔費・通信費・修繕費など） 

運営コスト 事業運営コスト（当該施設の管理にあたる職員⼈件費や事業運営のための委託
料、指定管理料など） 

 

《行政サービスの稼動・利用状況》 

• 各施設の利用状況の比較については、平成 24 年度から平成 26 年度までの利用

状況を調査し、過去 3 年間の平均値から稼働率を算定しています。 

• なお、定員や利用可能者数の算出が困難なものについては、過去 3 年間の 大

利用者数から利用可能者数を設定しています。 

 
種別 説明 

ス
ペ

ス
利
⽤
度

1 ⼈当たり延床⾯積 

主に職員が執務を⾏うための施設（庁舎、消防施設）は、職員⼀⼈当
たり施設延床⾯積で⽐較 
※職員 1 ⼈当たり施設延床⾯積＝施設延床⾯積÷職員数(m2/⼈) 

⼩学校・中学校は児童・⽣徒 1 ⼈当たり校舎⾯積で⽐較 
※校舎延床⾯積÷児童（⽣徒）数（m2/⼈） 

施
設
稼
働
率 

集会施設 ※過去３年間の平均利⽤者数÷過去 3 年間の最⼤利⽤者数 

図書館 ※過去３年間の平均利⽤者数÷過去 3 年間の最⼤利⽤者数 

⽣涯学習系、スポーツ・
レクリエーション系、社会
福祉・医療系施設 

※過去３年間の平均利⽤者数÷過去 3 年間の最⼤利⽤者数 

給⾷施設 ※過去 3 年間の平均給⾷提供数÷過去 3 年間の最⼤給⾷提供数 

保育所 ※算定なし 

公営住宅 ※過去３年間の平均⼊居⼾数÷提供⼾数（総⼾数－閉鎖⼾数） 

公園 ※過去３年間の平均利⽤者数÷過去 3 年間の最⼤利⽤者数 

その他施設 ※過去３年間の平均利⽤者数÷過去 3 年間の最⼤利⽤者数 
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2. 公共施設を取り巻く環境 

2.1 町の概要 

① 町の位置・沿革等 

本町は、北海道南部渡島半島の 北部に位置し、檜山、後志、胆振地域を境として、八

雲町、今金町、島牧村、黒松内町および豊浦町と隣接しており、町域は東西 29.4km、南

北 28.4km、総面積 310.76kｍ2 を有しています。 

地形は丘陵が起伏し大部分が山地によって占められ、平地は内浦湾に沿って帯状に分布

しており、長万部川、紋別川、国縫川の各流域に平坦な農耕地が広がっています。 

海岸は、本町の南端の豊津から東端の静狩まで長大な砂浜になっており、静狩から豊浦

町境界までの勇壮な海蝕崖、山岳、湿原植物、ブナ原生林など、豊かな自然環境が温存さ

れています。 

交通網は、ＪＲ函館本線と JR 室蘭本線および国道５号、国道 37 号、国道 230 号の

分岐点となっており、町内には平成９年に供用開始となった北海道縦貫自動車道長万部 IC

と、平成 13 年に供用開始した国縫 IC が位置しています。また、檜山管内せたな町と連

絡する渡島半島横断道路（地域高規格道路）の整備も進められています。さらに、平成

28 年 3 月に開通した北海道新幹線（新青森～函館北斗間）は、平成 42 年度末を目指し、

長万部駅を含む、新函館北斗～札幌間の延伸整備が予定されており、現在においても道南

における交通の拠点としての機能が強化されつつあります。 

 

  

図 2-１ ⻑万部町の位置 
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② 地域特性 

本町は、地理的かつ社会・経済活動特性等から以下の 4 地区で構成されています。 

JR 長万部駅を中心に広がる長万部地区は、公共施設をはじめ各種都市的なサービス機

能が集中する地域であり、交通利便性に恵まれた立地条件を有しています。 

国縫地区は、町内で も広大な面積を有し、本町の基幹産業である漁業が盛んな地区で

す。また、本町の 北端に位置する静狩地区は、静狩湿原などの観光資源が点在する地区、

栄原地区は内陸部から山間部に位置し、自然豊かな地区となっています。 
 

表 2-1 地区区分⼀覧 
地区名 ⼩地域 

⻑万部地区 字⼤浜、字富野、字⻑万部、字旭浜 
国縫地区 字豊津、字豊野、字茶屋川、字国縫、字花岡、字中ノ沢、字平⾥ 
静狩地区 字共⽴、字静狩 
栄原地区 字美畑、字双葉、字⼤峯、字知来、字蕨岱、字栄原、字栗岡 

 

 

図 2-２ 公共施設⽩書における地区区分 
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2.2 町の人口推移・予測 

(1) 人口・世帯数の推移 

本町の人口は、1965 年の 15,349 人をピークに減少傾向となり、2015 年では 5,926

人とピーク時と比べ 6 割減となっています。一方、世帯数は、1980 年の 3,698 世帯をピ

ークに減少していますが、ピーク時の 3 割減と人口と比べ減少率は低く、核家族化が進んで

いることがわかります。 

また、地区別の人口では、人口の多い長万部地区での減少が大きく、人口の少ない栄原地

区や静狩地区で減少が緩やかとなっています。 

 

 
出典：国勢調査（総務省）       

図 2-３ ⼈⼝・世帯数の推移 
 

 

出典：国勢調査（総務省）        

図 2-４ 地区別の⼈⼝推移 
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(2) 将来人口予測 

① 総人口予測 

長万部町における将来人口について、本町策定の人口ビジョン（平成２７年 10 月）の

推計結果では、総人口は 2040 年では 3,730 人となり、2015 年人口から約 4 割減と

なっています。 

 

 

※推計値は、「⻑万部町⼈⼝ビジョン（H27.10）」の値     

図 2-５ ⻑万部町の将来総⼈⼝予測 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《将来⼈⼝推計について》 
国勢調査の人口データをもとに以下のとおり推計を行っています。 

① 推計期間 

・ 推計期間は、平成 32 年（2020）～平成 52 年（2040）まで 5 年ごとの 20 年間。 

② 推計手法・条件 

・ 平成 22 年（2010）国政調査人口を基準人口として設定。ただし、平成 27 年（2015

年）以降の人口は、平成 27 年国勢調査結果に置き換え、推計値との比率（＝国勢調査結

果/推計値）をもとに推計値を補正。ただし、将来人口の推計には、理科大生数は加味して

いないため、 終的に推計した人口に基礎工学部の定員数 300 人を上乗せ。 

・ 国立社会保障・人口問題研究所推計で用いているデータを基本として、理科大生の学生数

を除き「コーホート要因法」により、男女別年齢 5 歳階級別人口を推計、合算値を総人口

として整理 

《実数値》 《推計値》 
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② 長万部町人口分布状況 

2010 年と 2040 年の人口分布（100ｍメッシュ当たりの人口）の状況・変化を以下

に示しています。 

長万部地区の中心部に人口が集中していますが、2040 年では、中心部でも減少となり、

人口分布が平均化傾向となることが予想されています。 

 

 

図 2-６ ⼈⼝分布（2010 年） 
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図 2-７ ⼈⼝分布（2040 年） 
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③ 年齢階層別人口予測 

年齢層別人口の全人口に対する割合を見ると、15～64 歳までの生産年齢層の人口割合

はほぼ横ばいとなります。一方、0～14 歳までの年少人口の割合は増加傾向となり、65

歳以上の老年人口の割合は減少傾向となります。 

 

 

 
※出典：⻑万部町⼈⼝ビジョンより            

図 2-８ ⻑万部町の年齢階層別⼈⼝予測 
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④ 地区別人口予測 

地区別の将来人口予測は以下に示すとおりで、各地区とも人口が減少することが予測さ

れています。また、2020 年を基準とした減少率では、特に国縫地区での減少が大きくな

っています。 

 

※出典：⻑万部町⼈⼝ビジョンより         
※⻑万部地区に理科⼤⽣ 300 ⼈を追加         

図 2-９ ⻑万部町の地区別⼈⼝予測 
 

 
※2020 年を 1.0（基準）とした減少率         

図 2-１０ 地区別⼈⼝推移（2020 年基準） 
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2.3 町の財政状況 

2.3.1 歳入・歳出の状況 

(1) 歳入（収入） 

① 歳入の推移 

2015 年の本町の歳入は 5,051 百万円となり、過去 5 年間は増加傾向となっています。

ただし、人口減少とともに、町税は減少傾向となることが予想されるため、今後、歳入は

減少傾向になると考えられます。 

 

 

出典：財政状況等⼀覧表（⻑万部町）      

図 2-１１ 歳⼊決算額の推移 
 

 

出典：財政状況等⼀覧表（⻑万部町）、住⺠基本台帳・国勢調査（総務省）       

図 2-１２ 町税と⼈⼝の推移 
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② 財源 

町税や施設使用料など本町が自主的に収入できる自主財源は、近年では増加傾向となっ

ていますが、歳入全体の約 3 割程度となり、国や道からの交付金など依存財源が多くを占

めています。 

 

 
出典：財政状況等⼀覧表（⻑万部町）         

図 2-１３ ⾃主財源と依存財源の推移 
 

 
出典：財政状況等⼀覧表（⻑万部町）        

図 2-１４ ⾃主財源と依存財源の割合 
 

自主財源：税や使用料、手数料など、町が自主的に収入できる財源をいいます。 

依存財源：交付税や国庫支出金、町債など、国や道に依存するかたちで調達する財源をいいます。 
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(2) 歳出（支出） 

① 歳出の推移 

歳入の増加と並行し、過去 5 年間の歳出決算額は増加傾向となっており、維持・補修費

や投資的経費は増加傾向となっています。 

 

 
出典：財政状況等⼀覧表（⻑万部町）         

図 2-１５ ⽬的別歳出決算額の推移 
 

 
出典：財政状況等⼀覧表（⻑万部町）         

図 2-１６ ⽬的別歳出割合の変化 
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② 老人福祉費の推移 

高齢者を対象とした行政サービス費（老人福祉費）を見ると、民生費に対する老人福祉

費の割合は、全国市町村平均が 2 割程度で推移、また全国町村平均は過去 4 年間では 26％

程度で推移しているのに対し、本町では 1/3 以上と高く、今後、高齢化の進展に伴い、

老人福祉費の増加が想定され、歳出に対する老人福祉の比率拡大が考えられます。 

 

 
出典：市町村別決算状況調（総務省）、住⺠機基本台帳・国勢調査（総務省）      

図 2-１７ ⽼⼈福祉費の推移 
 

 
※町村の福祉費は 2007 年度以降で公表         

出典：市町村別決算状況調（総務省）        

図 2-１８ ⽼⼈福祉費割合の⽐較 
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③ 投資的経費の推移 

庁舎や集会施設、学校、公営住宅のほか、道路や橋梁といった目に見えて残る社会資本

を整備・維持管理するための投資的経費は、2005 年度から 2008 年度までは減少してい

ましたが、2014 年度までの過去 5 年間は増加傾向となり、2015 年度では歳出全体の

5.3％を占めています。 

 

 
出典：財政状況等⼀覧表（⻑万部町）          

図 2-１９ 投資的経費の推移 
 

 
出典：財政状況等⼀覧表（⻑万部町）          

図 2-２０ 投資的経費の推移 
 
投資的経費：支出の効果が資本形成に向けられ、施設等が資産として将来に残るもので、普通建設事業費、災

害復旧事業費及び失業対策事業費をいいます。 
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2.3.2 財政状況の他自治体との比較 

(1) 財政力指数 

町の財政状況を全国の類似する自治体と比較した場合、財政力指数は「0.19」と類似自

治体の平均である「0.39」を下回っています。これは、人口の減少や全国平均を上回る高

齢化率（平成 26 年度末 40.61％）に加え、町内には中心となる産業がないことなど財政

基盤が弱い結果からと考えられます。 

 

 

出典：市町村別決算状況調（総務省） 

図 2-２１ 財政⼒指数の推移 
 

 
出典：市町村別決算状況調（総務省）                

図 2-２２ 財政⼒指数の⽐較（2014 年度） 
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(2) 実質収支比率 

標準財政規模に対する実質収支の割合（実質収支比率）から本町の財政状況を以下に示し

ています。なお、実質収支は、その年度に属すべき収入と支出の実質的な差額（形式収支か

ら繰越すべき財源を差し引いたもの）、つまり地方自治体の「黒字」または「赤字」を意味

し、一般的には 3～5％程度が望ましいとされています。 

本町の実質収支比率は、2008 年度で 3.5％となっていましたが、年々減少、2014 年

度では 2.6 となり、財政適正化が必要となっています。 

 

 
出典：市町村別決算状況調（総務省）   

図 2-２３実質収⽀⽐率の推移 
 

 
出典：市町村別決算状況調（総務省）               

図 2-２４実質収⽀⽐率の⽐較 
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(3) 経常収支比率 

地方自治体の財政の弾力性（余裕）を示す指標として用いられる経常収支比率の全国比較

を以下に示しています。 

本町の経常収支比率は、過去 5 年間は増加傾向となっており、2014 年度では 85.1％と

なり、一般的に妥当と言われる 75～80％未満を上回っており、財政的余裕が低くくなって

います。 

 

 
出典：市町村別決算状況調（総務省）      

図 2-２５経常収⽀⽐率の推移 
 

 
出典：市町村別決算状況調（総務省） 

図 2-２６経常収⽀⽐率の⽐較 
 
経常収支比率：財政構造の弾力性（余裕）を判断する指標であり、比率が低いほど弾力性が大きいことを示し、

７５％から８０％未満は妥当な数値だが、８０％を超えると財政構造の弾力性を失いつつあると

されています。 
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(4) 将来負担比率 

将来負担比率とは、地方自治体が将来負担する必要がある実質的な負債額が、その自治体

の財政の大きさに占める割合を示したもので、負債額には発行している地方債残高やその償

還に充てる繰入金のほか、地方公務員の退職手当の支給予定額なども含まれます。 

将来負担比率では、一定値（350％）が早期健全化基準となっており、これを上回った場

合には財政健全化計画を策定し、その内容に沿った取組みを実施する必要があります。 

本町においては、2007年以降将来負担比率は小さくなっており、2014年度では73.6％

と将来的負担は低くなっています。ただし、高齢化率の増加による社会保障費用の増加など

を考えた場合、将来的負担比率が増加に転じることも考えられることから、計画的かつ戦略

的な財政適正化を進めていく必要があります。 
 

 
※2005〜2006 年年度は未公表。2014 年度（H26 年度）は、未公表⾃治体を除く算定値 

出典：市町村別決算状況調（総務省） 

図 2-２７将来負担⽐率の推移 
 

 
※2014 年度（H26 年度）は、未公表⾃治体を除く算定値                   

出典：市町村別決算状況調（総務省）                  

図 2-２８将来負担⽐率の⽐較 
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2.3.3 今後の財政等の見込み 

(1) 今後の財政の見込み 

過去 10 年間の人口推移や財政状況から今後の財政等の見込みを予測した結果は以下に示

すとおりで、歳入・歳出ともに今後は減少傾向となると予想されます。 

 

 

図 2-２９ 今後の歳⼊・歳出予測 
 

 

図 2-３０ 住⺠⼀⼈当たりの歳⼊・歳出予測 
 

 

 

 

 

 

  

《歳⼊・歳出の推計について》 
・ 過去 10 年間の人口推移及び歳入状況（地方税、地方消費税交付金、地方交付金 等）から回

帰分析を行い算出。 

・ なお、相関係数が低い項目については、過去の平均値を採用。 
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(2) 今後の投資的経費の見込み 

公共施設やインフラ施設の整備・維持管理に必要となる投資的経費の今後の見込みについ

ては、過去 10 年間の投資的経費と同様の割合で推移したと想定した場合、歳出額の減少と

ともに減少となり、今後 20 年間で 1 割程度の減少が予想されます。 

言い換えれば、投資的経費として用いられる費用の減少予測に合わせ、公共施設及びイン

フラ施設の適正化・長寿命化を図っていくことが必要となります。 

 

 

図 2-３１ 今後の投資的経費の⾒込み 
 

 

図 2-３２ 住⺠ 1 ⼈当たりの歳⼊・歳出予測 
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3. 町が抱える公共施設等 

3.1 公共施設等の概況 

(1) 公共施設 

 町内の公共施設 

① 公共施設の保有量 

長万部町は、公共施設全体として延

床面積 83,800 m2 を保有しており、

地区別に見ると、長万部地区が 73％

と多く、続いて栄原地区、国縫地区、

静狩地区となっています。 

また、人口当たりの延床面積を他地

域と比較した場合、長万部町の人口当

たりの公共施設延床面積は 14.1 m2/

人となり、人口が同規模の全国平均

10.8 m2/人を上回っています。 

 

 

                                  図 3-１地区別の保有量 
 

 
※同規模⾃治体は、全国の⼈⼝ 6〜7 千⼈の⾃治体。 

※⻑万部町以外は東洋⼤学 PPP 研究センター調べ（北海道を含め、公表⾃治体のみの値）。 

図 3-２住⺠⼀⼈当たり延床⾯積の⽐較（⻑万部町と同規模⾃治体、道内、全国） 
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② 用途別の内訳 

本町が保有する公共施設は施設数 92 施設、棟数 212 棟となり、棟数ではその他施設

が全体の 24.5％と も多く、次いで学校の 14.6％となっています。 

また、延床面積で見ると、学校が全体の 27.5％と も多く、次いで公営住宅 24.5％

となっています。 

 

表 3-1 ⽤途別の施設延床⾯積と施設数 

 

 

 
図 3-３⽤途別の延床⾯積の割合 

  

⼤分類 中分類 施設数 構成⽐ 施設数 構成⽐ ⾯積 構成⽐
庁舎等 2 2.2% 2 0.9% 6,974 8.3%
消防施設 6 6.5% 6 2.8% 1,384 1.7%

市⺠⽂化系施設 集会施設 15 16.3% 16 7.5% 6,581 7.9%
図書館 1 1.1% 1 0.5% 1,954 2.3%
博物館等 3 3.3% 4 1.9% 1,066 1.3%

4 4.3% 5 2.4% 5,058 6.0%
学校 8 8.7% 31 14.6% 23,045 27.5%
その他教育施設 1 1.1% 2 0.9% 589 0.7%

⼦育て視線施設 幼児・こども園 3 3.3% 4 1.9% 1,245 1.5%
保健・福祉施設 ⾼齢福祉施設 1 1.1% 1 0.5% 629 0.8%

6 6.5% 11 5.2% 4,765 5.7%
8 8.7% 28 13.2% 20,542 24.5%
6 6.5% 17 8.0% 882 1.1%
1 1.1% 1 0.5% 224 0.3%
3 3.3% 11 5.2% 2,780 3.3%
3 3.3% 11 5.2% 585 0.7%
1 1.1% 6 2.8% 1,602 1.9%
1 1.1% 3 1.4% 72 0.1%

19 20.7% 52 24.5% 3,823 4.6%
92 100% 212 100% 83,800 100%

施設数

学校教育系施設

施設分類

合計

上⽔道施設
下⽔道施設
ガス施設
その他

供給処理施設

公園
公営住宅
病院施設

産業系施設

スポーツ・レクリエーション系施設

棟数 延床⾯積

⾏政系施設

社会教育系施設
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 年度別整備状況と耐震化状況 

公共施設の年度別整備状況を見ると、旧耐震基準の 1981 年以前に建てられた棟が全体

の 45.0％（95 棟）、延床面積では 34.8%（29,154.9 m2）を占めており、これらの施

設では、今後、耐震化を進めていく必要があります。 

また、施設の目的別で見ると、延床面積では、公営住宅は比較的新しい施設が多い一方で、

廃校を含む学校は旧耐震基準前での整備が多い状況となっています。 

 

 

図 3-４建築年度別の公共施設整備の実績（棟数ベース） 
 

 

図 3-５建築年度別の公共施設整備の実績（延床⾯積ベース） 
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公共施設の目的（用途）別で築年数を見ると、棟数ではその他施設で 40 年以上の棟数が

多いが、延床面積で見ると、廃校を含む学校で築 40 年以上が多いほか、集会施設やスポー

ツ施設等でも多く、これらの施設は耐震化の問題が懸念されています。 

 

 

図 3-６⽤途別の築年数別割合（棟数） 

 
図 3-７⽤途別の築年数別割合（棟数） 
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図 3-８⽤途別の築年数別割合（延床⾯積） 

 

 
図 3-９⽤途別の築年数別割合（延床⾯積） 
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 近隣及び類似自治体との比較 

ここでは、本町における公共施設の保有状況について、近隣自治体及び全国の類似自治体

で比較しています。なお、比較している自治体の条件は以下のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
出典：⼈⼝⇒平成 25 年住⺠基本台帳に基づく⼈⼝、⼈⼝動態及び世帯数調査（総務省） 

⼈⼝密度⇒平成 25 年全国都道府県市区町村別⾯積調（国⼟地理院）より算定 

図 3-１０ 近隣⾃治体の⼈⼝・⼈⼝密度 

 
出典：⼈⼝⇒平成 25 年住⺠基本台帳に基づく⼈⼝、⼈⼝動態及び世帯数調査（総務省） 

⼈⼝密度⇒平成 25 年全国都道府県市区町村別⾯積調（国⼟地理院）より算定 

図 3-１１ 類似⾃治体の⼈⼝・⼈⼝密度 

《比較自治体》 

近隣自治体：北渡島檜山地域の 4 町（長万部町、八雲町、せたな町、今金町） 

類似自治体：長万部町人口（H25：5,908 人）を基準として前後 500 人の自治体及

び長万部町の人口密度を基準として前後 5 人/kｍ2 の自治体を抽出 


