
 

 

 

 

 

 

 

 

会津若松市  

公共施設再編プラン（第１期） 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年９月 

会津若松市 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

はじめに 

 

 本市は、これまで、安全で魅力あふれるまちづくりを目指し、学校や公民

館、スポーツ施設などの様々な公共施設を整備し、公共サービスを提供してき

ました。 

しかしながら、現在、これらの公共施設等の多くは老朽化が進んでおり、今

後、財政負担を抑えながら、安全で適切な維持管理や有効活用を進めていくこ

とが課題となっています。 

 この課題の解決に向け、本市では、平成 28 年度に「公共施設等総合管理計

画」を策定し、良質な公共施設等を次世代に引き継ぎ、将来に向けた持続可能

なまちづくりを実現するため、本市が所有又は管理する全ての公共施設等を、

総合的かつ計画的に整備・管理・有効活用する「公共施設マネジメント」の取

組を推進しています。 

 この度、「公共施設マネジメント」の取組の中で、建物系公共施設（ハコモ

ノ）について、用途別や地域別に、今後の維持整備の考え方や施設再編の進め

方などを整理した「公共施設再編プラン」を取りまとめました。 

 公共施設の再編にあたっては、施設の規模や設備といったハード面だけでな

く、提供するサービスや使い方の見直し・組み換えといったソフト面、さらに

は施設再編等に付随する土地等の利活用など、まちづくり全体の視点から、市

民の皆様とともに、時間をかけて検討する必要があります。 

このことから、本プランの中には、現段階では、方向性等を明確に示せてい

ない施設もありますが、このプランを契機として、将来の施設や機能のあり方

について、全市的な検討を進め、施設総量の最適化と市民サービスの向上につ

なげてまいりたいと考えております。 

 市民の皆様におかれましても、引き続き、市民共有の財産である公共施設等

の有効活用に向け、お力添えをお願いいたします。 

 

 

令和３年９月 

 

 

         会津若松市長 
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第１章 公共施設再編プランの基本事項              

 

 

１ 目的 

「会津若松市公共施設再編プラン（以下「本プラン」という。）」は、「公共

施設等総合管理計画（平成 28 年８月策定。以下「総合管理計画」という。）」

に基づき、本市が所有又は管理する建物系公共施設について、用途別及び地域

別での施設・機能の将来のあり方や各施設の整備の考え方、改修・更新の予定

などを示すとともに、それらに基づく長期的な財政負担の見通しを明らかにす

ることを通じて、資産価値を最大限に活かす「施設の有効活用」及び「施設機

能・総量の最適化」を推進することを目的とします。 

 

 

 

２ 位置づけ 

(1) 「公共施設等総合管理計画」の個別計画として位置づけます。 

本プランは、「総合管理計画」の対象施設のうち、「建物系公共施設」に関する

個別計画を取りまとめたものであり、国の「インフラ長寿命化基本計画」に基づく

「個別施設計画」に相当するものです。 

  また、今後の取組の進捗状況等を踏まえ、より具体的な内容へと見直しを

図っていきます。 

 

(2) 市の関連する計画との連携を図ります。 

本プランは、上位計画である「総合管理計画」を踏まえるとともに、平成

30 年度に策定した「公共施設保全計画」をはじめ、「市営住宅長寿命化計

画」や「公園施設長寿命化計画」など、他の個別計画等と整合・連携を図り

ながら推進していきます。 
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計画体系イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

本プランの計画期間は、「総合管理計画」の計画期間（平成 29 年度から令和

８年度）を踏まえ、令和４年度から令和８年度までの５年間とします。 

  

 

全庁的な 

計画 
建物系 

公共施設 

社会基盤系 

公共施設 都市計画 

マスタープラン 

連携 

個別計画 

公共施設再編プラン 

まちづくり 

最上位計画 

第７次総合計画 公共施設マネジメントの推進 

公共施設等総合管理計画 
新市建設計画 

公共施設保全計画 など 

他の個別計画 

整合・連携して 

一体的に推進 

施設再編の考え方 

市営住宅長寿命化計画 

公園施設長寿命化計画 
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第２章 建物系公共施設の再編の考え方 

 

1 再編プラン策定の考え方と取組の経過 

本プランの策定にあたっては、「総合管理計画」に基づき、公共施設等総合管

理推進会議及び推進本部において「施設評価」や「総合調整」を行い、将来の施

設再編に向けた基本的な考え方や各施設の整備方針等を取りまとめました。 

この「施設評価」の実施にあたっては、平成 30 年度に策定した「公共施設保

全計画」及び「公共施設再編の考え方」において示した、施設の現状や課題、長

期的な財政見通し、今後の維持整備の方針等を踏まえるとともに、「施設カル

テ」などのデータや社会情勢の変化、将来のまちづくりの考え方などをもとに、

中・長期的な視点から部局横断的な検討を行いました。 

さらに、学校、公民館、コミュニティセンターなど、地域住民の活動拠点とな

る施設については、地域別に住民ワークショップを開催し、計画策定の初期段階

から市民の皆様に参画をいただきながら検討を進めました。 

 

取組の流れ（イメージ） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全市民対象の 

44 施設について、

予防保全の 

実施計画を策定 

「施設カルテ」等のデータ 

公共施設再編の考え方 

公共施設再編プラン 

予防保全の 

取組を推進 

用途別の 

施設再編 

・活用 

のあり方 

を検討 

全市民 

対象の 

施設 

地域住民 

対象の

施設 

地域別の 

施設再編 

・活用 

のあり方 

を検討 

平成 30 年度 

令和元年度 

～  
令和３年度 

取りまとめ・総合調整 

 

全市的に 

住民ワークショップを実施 

公共施設保全計画 

（H30 策定） 
（H30 策定） 

全施設に 

ついて、 

将来の 

あり方を 

検討 

施設評価 
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２ 公共施設再編の基本方針 

 本プランでは、「施設評価」の結果や住民ワークショップの成果等を踏ま

え、主に全市民を対象とする施設やサービスを「用途別」、主に地域住民を対

象とする施設やサービスを「地域別」に分類し、以下の基本方針に基づき、施

設再編に向けた取組を推進します。 

 なお、各用途・地域別の実施計画は「第５章 公共施設再編プラン（実施計

画）」に取りまとめました。 

 

 

（1）用途別の公共施設再編の基本方針 

用途別の施設については、「公営住宅」や「スポーツ施設」など面積の

大きい施設を中心に再編の取組や将来のあり方の検討を進めていきます。 

 【具体的な取組の方針】 

市全体の施設面積の約３割を占める「公営住宅」については、令和２年

度に策定した「市営住宅長寿命化計画」に基づき、将来の入居対象世帯の

動向を見据えながら、老朽化した施設を中心とした集約化による総量の最

適化を進めるとともに、予防型の維持保全による既存施設の長寿命化を図

ります。 

また、スポーツ施設や文化施設等のその他の施設については、現在の利

用状況や将来のニーズ、維持管理コスト等について詳細な調査・分析を行

いながら、利用者や関係団体等をはじめとした市民の皆様とともに、将来

の施設・機能のあり方について検討を進めていきます。 

 

 

（2）地域別の公共施設再編の基本方針 

地域別の施設については、面積が大きく、地域の中心的な施設である

「学校」の長寿命化を進めながら、地域活動の拠点となる公民館やコミュ

ニティセンター等との連携・利活用の推進など、地域の施設全体のあり方

について、住民の方々とともに検討していきます。 
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【具体的な取組の方針】 

市全体の施設面積の約４割を占める「学校施設」については、予防型の

維持保全による長寿命化や機能向上等を図りながら、地域住民への施設の

開放や災害時の防災機能の充実など、必要な整備や活用を進めていきま

す。 

   また、公民館やコミュニティセンター等については、引き続き適切な維

持管理を行いながら、住民のニーズや時代の変化に応じた柔軟な利活用を

進めていきます。 

なお、将来的に大規模改修や建替え等が見込まれる場合には、地域の実

情や今後の活動のあり方などを踏まえ、住民や利用者等の皆様とともに、

施設や機能の最適なあり方について検討していきます。 

 

 

（3）公共施設再編の取組推進の基本方針 

本プランの推進にあたっては、公共施設全体を俯瞰した総括的な視点に

配慮するとともに、地域における利活用の最適化に向けて、地域住民や施

設利用者、関係団体など市民の皆様の参画を得ながら、よりよいまちづく

りや地域活性化等につながる施設や機能のあり方について検討していきま

す。 

また、施設の活用や管理運営、維持整備等にあたっては、PPP/PFI 手法

といった民間活力の導入を検討するなど、効率的で効果的な公共施設サー

ビスの提供に努めます。 
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３ 本プランの実施方針 

本プランは、「公共施設保全計画」の考え方を踏まえ、実施計画におい

て長寿命化を図ることとした施設については、「目標使用年数」を目安に予

防型の計画的な維持保全を行い、その他の施設については、再編までの間、

安全・快適に利用するために必要最小限の修繕を行う事後保全型の維持管理

を行います。 

また、将来の公共施設再編にあたっては、検討の初期段階から地域住民

や利用者、関係団体の方々などに参画いただくとともに、部局横断的な体制

により取組を進めていきます。 

これらの取組を着実に実施することにより、施設の有効活用や、機能及

び総量の最適化、計画的な施設整備による施設の維持管理費の低減・平準化

を進め、「総合管理計画」の最終目標である、持続可能な公共施設サービス

の提供を実現していきます。 

その他、本プランに定めのない事項については、「公共施設保全計画」

の各項目に準じ取り組みます。 
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第３章 計画の効果                  

 

１ 本プランの推進により期待される効果 

本プランの推進により得られる効果について、公共施設保全計画において示

した長期見通しをもとに推計しました。 

その結果、今後、50 年間に必要な事業費は総額 2,157.4 億円、年平均で 43.2

億円となり、公共施設保全計画で示した推計値と比較すると、総額約 800.2 億

円、年平均約 16 億円の整備事業費の削減につながり、さらに、平均的な事業実

績額 26.3 億円に対する平均事業費の割合は、約 1.6 倍となります。 

  さらに、公共施設保全計画の長期見通しにおいて課題とした令和５～７年度

の整備予定について、実際の施設の状況などを踏まえた優先順位により平準化

を検討しました。 

 本プランの効果（「施設保全長期見通し」をもとに推計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※背景のグラフ（白抜き）は「公共施設保全計画」における推計値 

 

年平均事業 

試算額 

【43.2 億円/年】 

 

年平均事業 

実績額 

【26.3 億円/年】 

年平均事業試算額 

●保全計画推計：59.2 億円 

↓ 

●本ﾌﾟﾗﾝ推計 ：43.2 億円 

【効果】▲ 16.0 億円 

充足率 

●保全計画推計：44.4% 

↓ 

●本ﾌﾟﾗﾝ推計 ：60.9% 

【効果】＋ 16.5㌽ 

（億円） 

（年度） 

50 年間の総事業試算額 

●保全計画推計：2,957.6 億円 

↓ 

●本ﾌﾟﾗﾝ推計 ：2,157.4 億円 

【効果】▲ 800.2 億円 

優先順位や整備内容を 

精査し平準化 
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項目 
推計値 

取組の効果 
本プラン 

公共施設保全計画の 

長期見通し 

① 総事業試算額（50 年間） 2,157.4 億円 2,957.6 億円 ▲800.2 億円 

② 年平均事業試算額 43.2 億円 59.2 億円 ▲ 16.0 億円 

③ Ｈ25 年度からＨ29 年度の 

年平均事業実績額 
26.3 億円 26.3 億円 － 

充足率（③／②） 60.9％ 44.4％ ＋16.5㌽ 

 

 【推計方法】 

  ● 当該推計値は、「公共施設保全計画（Ｈ30 策定）」において算出した「施設保

全長期見通し（６頁）」の推計データをもとに、本プランにおける改修等の施設

整備の実施予定を反映し、整備費用の削減や平準化の取組の効果（見込み額）を

推計した。 

※試算に係る前提条件や使用したデータは公共施設保全計画と同一のものを使用 

 

 

２ 効果の実現に向けた取組の考え方 

 

本プランの効果の実現に向け、実施段階にある事業については、着実にその

取組を進めていきます。 

現時点では具体的な方針が定まっていない、検討段階の事業については、利

用状況等のデータや将来の見込みなどを踏まえ、適切な規模・機能やその配

置、効率的な管理運営方法など、様々な可能性を検証しながら最適なあり方に

ついて検討していきます。 

また、取組への市民や利用者等の理解と協力が得られるよう、再編の検討や

実施にあたっては、情報の公開と共有、十分な話し合いを行いながら、共通の

認識のもと進めていきます。 
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第４章 計画の進行管理                  

 

１ プランの進捗状況の管理 

本プランの実施にあたっては、先に策定した「公共施設保全計画」とあわせ、

施設の老朽化の状況や市民ニーズをはじめ、中期財政見通しや行政評価、各地域

における住民協働の取組の実施状況などを踏まえながら各事業の優先順位の検討

を行い、適切にマネジメントしていきます。 

また、本プランの実績や進捗状況については、毎年度公表します。 

計画推進のイメージ（「公共施設保全計画」17 頁より抜粋） 
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２ プランの見直し 

本プランは、「総合管理計画」の最終年度である令和８年度に、それまでの進

捗状況等を踏まえ、改定を行います。 

改定にあたっては、社会情勢や財政状況、市民ニーズの変化などを踏まえると

ともに、「公共施設保全計画」や他の個別計画のとの整合を図ります。 

 

 

 

３ 「公共施設保全計画」との連携 

  「公共施設保全計画」については、令和４年度に見直しを行い、本プランと

整合・連携を図りながら、一体の取組として進行管理を行います。 

 

各計画の関係（イメージ） 

計画期間 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

総合管理

計画 

 
         

 

保全計画   
 

   
 

 

   

再編プラン      
 

     

 

 

 

 

 策定 

 策定 

 策定 

 改定 
 

総
合
的
に
見
直
し
・
改
定 

反映 
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第５章 公共施設再編プラン（実施計画）  

１ 実施計画の概要 

本プランにおける実施計画は、「施設評価」の結果に基づき、現在進めて

いる、又は将来に向けて必要となる様々な施設の再編や利活用の取組を取り

まとめたものです。 

各実施計画では、対象施設をはじめ、各施設の現状や課題、事業の実施方

針や、取組のスケジュールなどを示しています。 

なお、各実施計画は、それぞれが「総合管理計画」における個別計画であ

り、国が示す施設類型ごとの個別施設計画に相当します。 

 

２ 実施計画の分類 

本プランでは、対象施設の性格や再編の方向性などに応じて「用途」又は

「地域」ごとに実施計画を作成しました。 

また、各取組の進捗状況等に応じて、施設整備など具体的な事業に着手し

ているものについては「実施段階」、具体的な事業の実施に向けた調査研究

や検討を進めているものについては「検討段階」の２段階に整理しました。 

計画の分類（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公
共
施
設
再
編
プ
ラ
ン 

用途別 

※サービスごと 

地域別 

※公民館又は 

小学校区ごと 

実施段階 

 

 

検討段階 

 

 

実施段階 

 

 

検討段階 

 

 

 

 

実施計画Ａ 

実施計画Ｂ 

実施計画Ｃ 

実施計画Ｄ 

実施計画Ｅ 

実施計画Ｆ 

実施計画Ｇ 

実施計画Ｈ 

対象施設群 

対象施設群 

対象施設群 

対象施設群 

対象施設群 

対象施設群 

対象施設群 

対象施設群 

再編等の基本計画や

施設整備などに着手

している段階の計画 

再編等に向けた検討

を進めている段階の

計画 

再編等の基本計画や

施設整備などに着手

している段階の計画 

再編等に向けた検討

を進めている段階の

計画 
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３ 実施計画の記載事項と実施計画一覧 

（1）実施計画の記載事項 

「公共施設再編プラン（実施計画）」の記載事項は以下の通りです。 

 項目 主な記載事項 

１ 事業№  
再編種別（用途別又は地域別）及び事業種別（実施

段階又は検討段階）ごとに付番 

２ 事業名 事業の名称を記載 

３ 

地区名 

（公民館区 

及び小学校区） 

事業の対象地域を記載。 

※地域別の計画のみ 

４ 事業種別 
事業の取組状況に応じ、「実施段階」又は「検討段

階」のいずれかを表示 

５ 所管部局 対象事業の所管部局を記載 

６ 関連する個別計画 
対象事業に関連する個別計画の名称 

※事業の詳細については当該計画を参照 

７ 対象用途及び施設 

事業の対象となる施設の、用途名・施設名・所管

課・建築年度（西暦）・延床面積（㎡）を記載 

【施設が重複する場合】 

 複数の事業に同一の施設が含まれる場合には、

以下のとおりに標記 

・保全計画再掲  

…公共施設保全計画に実施計画がある場合 

・再掲  

…本計画内の他の実施計画に記載がある場合

（例：学校など） 

８ 施設・機能の配置図 事業の対象となる施設・機能の配置図を掲載 

９ 再編プラン 
事業の概要（「現状・課題」、「事業の実施方針」

「事業の概要」、「事業の実施予定」等を記載 
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  項目 主な記載事項 

10 

再編プランを踏ま

えた個別施設の整

備計画 

対象事業における施設整備（大規模改修や建替え、

修繕工事など）の予定を記載 

 

整備方針の種類 

 整備方針 説明 

① 計画保全 

「予防保全」の考え方に

より目標使用年数を目安

に物理的な耐用年数を迎

えるまで長寿命化を図り

ます。 

② 事後保全 

必要最小限の修繕により

最低限の安全性や快適性

を維持しながら、将来の

機能や配置、管理運営の

あり方などについて検討

していきます 

③ 再編検討 

他の施設・機能との複合

化や集約化、多機能化な

ど、将来の再編に向けた

検討を進めていきます。 

④ 廃止検討 

施設・機能の廃止に向け

た検討を進めていきま

す。 
 

 

【留意点】 

※各事業の実施予定や整備計画は、今後の財政状況や社会情勢、施設等の劣化状

況等により変わる場合があります。 

※ 「公共施設保全計画」及び本計画に記載のない施設については、事後保全型の

維持管理を行いながら今後のあり方について検討を進め、整備等の方向性が定

まった段階で、順次、本プランへ位置付けます。 

※ 各施設のデータは、平成 30 年度版「施設カルテ（平成 29 年度末時点）」に基

づきます。 

 



 

 

14 

（2）実施計画一覧 

 【用途別再編プラン】 

分類 番号 事業名 ページ 

実施段階 

用実－１ 公営住宅再編事業 19 

用実－２ 高齢者福祉施設再編事業 25 

用実－３ 庁舎等再編事業 29 

検討段階 

用検－１ スポーツ施設再編事業 35 

用検－２ 学校施設再編・活用推進事業 41 

用検－３ 学校給食センター再編事業 49 

用検－４ こども・子育て支援機能等再編事業 55 

用検－５ 消防施設再編事業 61 

用検－６ 
鶴ケ城周辺公共施設再編・活用推進 

事業※ 
77 

   ※鶴ケ城周辺に位置する全市民対象の施設に関し、今後の再編・活用のあり方を本プラン

の中で検討するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 

 【地域別再編プラン】 

分類 番号 事業名 ページ 

実施段階 

地実－１ 
北会津公民館区公共施設再編・活用推進 

事業 
85 

地実－２ 
河東公民館区公共施設再編・活用推進 

事業 
91 

地実－３ 湊公民館区公共施設再編・活用推進事業 95 

検討段階 

地検－１ 行仁地区公共施設活用推進事業 101 

地検－２ 鶴城地区公共施設活用推進事業 105 

地検－３ 謹教地区公共施設活用推進事業 109 

地検－４ 城北地区公共施設活用推進事業 113 

地検－５ 日新地区公共施設活用推進事業 117 

地検－６ 城西地区公共施設活用推進事業 121 

地検－７ 
北公民館・神指分館地区公共施設活用 

推進事業 
125 

地検－８ 南公民館区公共施設活用推進事業 129 

地検－９ 大戸公民館区公共施設活用推進事業 135 

地検－10 東公民館区公共施設活用推進事業 139 

地検－11 一箕公民館区公共施設活用推進事業 143 
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４ 用途別再編プラン 

「用途別再編プラン」は、建物系公共施設のうち、主に全市民を対象とする施設や

サービスについて、再編に向けた課題のある施設類型や圏域ごとに対象施設を選定し、

当面の維持整備の考え方や将来の再編のあり方、今後の検討や取組の進め方などにつ

いて示したものです。 

なお、本計画における施設類型は「公共施設等総合管理計画」における用途分類に

基づきます。 

参考：「公共施設等総合管理計画」における用途分類と主な施設 

 大分類 中分類 主な施設 

１ 市民文化系施設 

集会施設 
各公民館、コミュニティセ

ンター など 

文化施設 
會津風雅堂、文化センター 

など 

２ 社会教育系施設 博物館等 
御薬園、歴史資料センター 

など 

３ 
スポーツ・レクリエーション

施設 

スポーツ施設 
会津総合運動公園、鶴ケ城

体育館など 

レクリエーション施設 若松城、こどもの森など 

４ 産業系施設 産業系施設 
勤労青少年ホーム、 

農村環境改善センターなど 

５ 学校教育系施設 
学校 各小中学校 

その他教育委施設 各学校給食センター 

６ 子育て支援施設 

幼稚園・保育園・こども園 中央保育所など 

幼児・児童施設 
西七日町児童館、各こども

クラブなど 

７ 保健・福祉施設 

高齢福祉施設 
各デイサービスセンター、 

シルバー人材センターなど 

障害福祉施設 
ノーマライズ交流館パオパ

オ 

児童福祉施設 大木の芝原公園 

保健施設 各保健センター 

８ 医療施設 医療施設 夜間急病センター 

９ 行政系施設 

庁舎等 
本庁舎、支所、市民センタ

ーなど 

消防施設 各消防屯所 

その他行政系施設 
ホタル飼育棟、道路河川管

理センターなど 

10 公営住宅 公営住宅 各市営住宅など 

11 公園 公園 各公園（公衆トイレなど） 

12 その他 その他 斎場、公設卸売市場など 
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（1） 実施段階の事業 

 

番号 事業名 ページ 

用実－１ 公営住宅再編・再配置事業 19 

用実－２ 高齢者福祉施設再編事業 25 

用実－３ 庁舎等再編事業 29 
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事業№ 用実-１ 事業名 公営住宅再編事業 

事業種別 実施 所管部局 建設部 

関連する個別計画 市営住宅長寿命化計画 

 

１ 対象用途及び施設 

用途名（中分類） 施設№ 施設名 所管課 
建築年度 
（西暦） 

延床面積 
（㎡） 

公営住宅 

2067 徒之町団地 建築住宅課 1952 634.56 

2069 本町団地 建築住宅課 1964 2,320.39 

2070 黒川団地 建築住宅課 1965 1,526.70 

2071 緑町団地 建築住宅課 1963 3,518.44 

2072 新横町団地 建築住宅課 1963 1,210.40 

2073 片柳町団地 建築住宅課 1996 7,535.58 

2074 柳原団地 建築住宅課 1966 2,152.60 

2075 材木町団地 建築住宅課 1968 6,967.42 

2076 城前団地 建築住宅課 1981 21,423.05 

2077 米代団地 建築住宅課 1988 9,717.05 

2078 南花畑団地 建築住宅課 1998 10,589.49 

2079 厩町団地 建築住宅課 1993 9,733.12 

2080 住吉向団地 建築住宅課 1960 2,403.24 

2081 年貢町団地 建築住宅課 1970 10,284.80 

2082 居合団地 建築住宅課 1973 10,265.84 

2083 城西団地 建築住宅課 1976 7,326.47 

2084 錦町団地 建築住宅課 1978 8,490.92 

2085 藤室団地 建築住宅課 1983 2,348.02 

2086 小田垣団地 建築住宅課 1982 4,776.34 

2087 北川原丁団地 建築住宅課 1982 7,116.66 

2088 松長団地 建築住宅課 1989 2,405.14 

4124 葉山団地 建築住宅課 1981 3,581.00 
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１ 対象用途及び施設 

用途名（中分類） 施設№ 施設名 所管課 
建築年度 
（西暦） 

延床面積 
（㎡） 

4125 トドメキ団地 建築住宅課 1993 1,220.00 

4126 高塚団地 建築住宅課 1966 1,897.00 

4127 一揆塚団地 建築住宅課 1968 331.00 

 施設総数 26 総延床面積 139,775.23 
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（施設・機能の配置図） 
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２ 再編プラン 

① 現状・課題 

● 低額所得者や高齢者などの住宅確保要配慮者の居住のセーフテ

ィネットとして、25団地において2,517戸を管理しています。

（令和２年４月１日現在） 

● 昭和40年代までに建設された住宅が全体の約6割を占めており、

今後多くの住宅が更新時期を迎えるため、市営住宅長寿命化計

画を策定し、長寿命化に向けた改善・建て替えなどを進めてい

ます。 

● 市の保有する公共施設のうち約30％を占めています。（公共施設

等総合管理計画における建物系公共施設の延床面積の割合） 

② 事業の 

実施方針 

● 将来の人口減少に伴う市営住宅の需要量の見通しを踏まえ、民

間住宅も含めた住宅全体の需給バランスを考慮しながら、適切

なストック量を維持し、誰もが住宅に困窮しないまちづくりを

推進します。 

● 予防型の計画的な維持保全による施設の長寿命化を図るととも

に、平家建て住宅等の老朽化した施設を中心に、段階的に集約

や建替え等を行い総量の適正化を図ります。 

  また、ユニバーサルデザインへの配慮など、社会状況に応じた

設備や機能の向上に努めます。 

● 施設の集約や再編にあたっては、地域コミュニティの維持や景

観等への配慮に努めるとともに、福祉部局をはじめ、県や関係

機関、民間事業者等と連携し、ハード面だけでなくソフト面で

の支援の状況も踏まえ、最適なあり方を検討していきます。 

③ 事業の概要 

● 「市営住宅長寿命化計画」に基づき、施設の長寿命化や効率的

かつ効果的な修繕等の取組を進め、財政負担の平準化とライフ

サイクルコストの縮減を図ります。 

 

● また、将来の需要量の推計結果を踏まえ、老朽化し居住環境の

低下した住宅の廃止や団地の統廃、建替え等により、総管理戸

数を２割削減し、総量の適正化につなげます。 

④ 官民連携手法

の導入予定 

（PPP/PFI 等） 

 

方針 考え方 

導入検討 

 施設の建替え等にあたっては、PPP/PFI 手法の導入の

可能性について検討します。 

また、施設の維持管理にあたっても、指定管理や包括

的業務委託等、民間事業者との協働による効率的で効果

的な管理運営のあり方について研究を進めます。 
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２ 再編プラン 

 ⑤ 事業の実施予定 
   ※実施予定は、検討の状況や財政状況等により変わる場合があります。 

年度 取組内容 概算事業費 

・「市営住宅長寿命化計画（令和２年度策定）」に基づき取組を推進 

３ 再編プランを踏まえた個別施設の整備計画 

施設名 整備方針 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

・「市営住宅長寿命化計画（令和２年度策定）」に基づき整備検討 
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事業№ 用実-２ 事業名 高齢福祉施設再編事業 

事業種別 実施 所管部局 健康福祉部 

関連する個別計画 ― 

 

１ 対象用途及び施設 

用途名（中分類） 施設№ 施設名 所管課 
建築年度 
（西暦） 

延床面積 
（㎡） 

高齢福祉施設 

239 
南花畑デイサービ

スセンター 
高齢福祉課 1999 697.51 

240 
片柳デイサービス

センター 
高齢福祉課 1996 698.82 

3076 
北会津デイサービ

スセンター 
高齢福祉課 1995 557.05 

 施設総数 3 総延床面積 1,953.38 

 

（施設・機能の配置図） 
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２ 再編プラン 

① 現状・課題 

● 高齢者及びその家族の福祉の増進を図る目的で設置した施設で

あり、高齢者福祉事業における先導的な役割を果たしたもの

の、近年の民間施設の充実化により役割が失われつつありま

す。 

● 今後の本市の持続可能な高齢者福祉施策の実現に向け、将来の

高齢者サービスの提供のあり方や市による施設整備・管理運営

のあり方について検討する必要があります。 

② 事業の 

実施方針 

● 本市においては、民間事業者による通所介護サービスの提供体

制が整い、供給が十分充足されている状況であることから、順

次、民間事業者を主体としたサービス提供体制へ移行していき

ます。 

③ 事業の概要 

● 片柳デイサービスセンター及び南花畑デイサービスセンターに

ついては、令和３年度末をもって用途廃止し、民間事業者を主

体としたサービス提供体制へ移行します。 

 

● 北会津デイサービスセンターについては、北会津保健センター

と一体的施設となっていることを踏まえ、北会津保健センター

も含めた将来のあり方を検討していきます。 

④ 官民連携手法

の導入予定 

（PPP/PFI 等） 

 

方針 考え方 

導入不可 
順次、民間事業者を主体としたサービス提供体制への

移行を検討するため。 

 ⑤ 事業の実施予定 
   ※実施予定は、検討の状況や財政状況等により変わる場合があります。 

年度 取組内容 

Ｒ４ 

・片柳・南花畑デイサービスセンターの民間事業者を主体とした

サービス提供体制への移行 

・北会津デイサービスセンターのあり方検討 

Ｒ５ ・北会津デイサービスセンターのあり方検討 

Ｒ６ ↓ 

Ｒ７ ↓ 

Ｒ８ ↓ 
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３ 再編プランを踏まえた個別施設の整備計画 

施設名 整備方針 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

南花畑デイサービ

スセンター 
廃止検討 

民間への 

移行等 
    

片柳デイサービス

センター 
廃止検討 

民間への 

移行等 
    

北会津デイサービ

スセンター 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

 ※当該整備計画は策定時点の予定です。 

今後の事業の進捗状況や財政状況等により変わる場合があります。 
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事業№ 用実-３ 事業名 庁舎等再編事業 

事業種別 実施 所管部局 
企画政策部 

総務部 

関連する個別計画 庁舎整備基本計画 

 

１ 対象用途及び施設 

用途名（中分類） 施設№ 施設名 所管課 
建築年度 
（西暦） 

延床面積 
（㎡） 

庁舎等 

128 本庁舎 総務課 1937 5,005.65 

129 栄町第一庁舎 総務課 1983 2,235.98 

130 栄町第二庁舎 総務課 1997 2,994.18 

133 追手町第一庁舎 総務課 1960 552.81 

5455 追手町第二庁舎 総務課 1964 5,071.09 

800004 栄町第三庁舎 総務課 1956 370.83 

その他行政系施設 

271 市役所計量室 商工課 1985 19.87 

291 
病害虫防除機械倉

庫 
農政課 1980 102.18 

296 
旧会津若松家畜保

健所倉庫 
農政課 1966 157.32 

2089 会津寮 建築住宅課 1908 198.34 

2142 
埋蔵文化財管理セ

ンター 
文化課 1967 425.02 

  施設総数 11 総延床面積 17,160.27 
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（施設・機能の配置図） 
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２ 再編プラン 

① 現状・課題 

● 本庁舎等の建物や設備については、庁舎整備基本計画等を踏ま

え、更新や維持修繕を行っていく必要があります。 

● 庁舎整備基本計画等を踏まえ、庁舎機能の集約化や窓口機能の

再編、耐震性能の向上等を行うことにより、効率的かつ利便

性、安全性の高い市民サービスの拠点として、新庁舎を整備す

る必要があります。 

● 庁舎整備事業とあわせ、庁舎整備基本計画に示した、栄町第二

庁舎の「市民活動の拠点等」としての活用のあり方をはじめ、

書庫・倉庫のあり方や老朽化が進んでいる追手町第一庁舎等の

施設のあり方などについて、総合的に検討を進める必要があり

ます。 

② 事業の 

実施方針 

● 庁舎整備基本計画等に基づき、効率的かつ利便性、安全性の高

い市民サービスの拠点として、新庁舎を整備します。 

● 庁舎整備基本計画において、「市民活動の拠点等」としての活用

を位置づけた栄町第二庁舎の具体的な活用案について、部局横

断的な検討を進めます。 

● 庁舎整備とあわせ、書庫・倉庫の規模や配置、管理方法等を見

直し、公文書や備品等の適切な管理につなげます。 

③ 事業の概要 

● 庁舎整備基本計画等に基づき、本庁舎旧館を保存し、新庁舎を

建設します。 

● 新庁舎の整備とあわせ、栄町第二庁舎の利活用や書庫・倉庫の

あり方等について総合的に検討を進めていきます。 

④ 官民連携手法

の導入予定 

（PPP/PFI 等） 

 

方針 考え方 

導入検討 

 栄町第二庁舎の活用にあたって、官民連携手法の導入

の可能性について検討し、より効率的かつ費用対効果の

高い管理運営方法を検討します。 
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２ 再編プラン 

 ⑤ 事業の実施予定 
   ※実施予定は、検討の状況や財政状況等により変わる場合があります。 

（1）庁舎整備事業 

年度 取組内容 

・「庁舎整備基本計画」等に基づき新庁舎の整備を推進 

（2）栄町第二庁舎・倉庫・書庫等再編事業 

年度 取組内容 

Ｒ４ ・施設の利活用案の検討 

Ｒ５ ↓ 

Ｒ６  ↓ 

Ｒ７  ↓ 

Ｒ８ ・利活用開始 
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３ 再編プランを踏まえた個別施設の整備計画 

施設名 整備方針 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

本庁舎 計画保全 
（長寿命化） 

建替え → →   

栄町第一庁舎 計画保全 
（長寿命化） 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → 改修検討 → 

栄町第二庁舎 再編検討 
劣化状況に 

応じ修繕 
→ → 改修検討 → 

追手町第一庁舎 再編検討 
劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → 廃止検討 

追手町第二庁舎 再編検討 
劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

栄町第三庁舎 
※借用施設 

再編検討    返却  

市役所計量室 再編検討 廃止     

病害虫防除機械倉

庫 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

旧会津若松家畜保

健所倉庫 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

会津寮 事後保全 あり方検討 → → → → 

埋蔵文化財管理セ

ンター 
廃止検討 廃止     

 ※当該整備計画は策定時点の予定です。 

今後の事業の進捗状況や財政状況等により変わる場合があります。 
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（2） 検討段階の事業 

 

 

番号 事業名 ページ 

用検－１ スポーツ施設再編事業 35 

用検－２ 学校施設再編・活用推進事業 41 

用検－３ 学校給食センター再編事業 49 

用検－４ こども・子育て支援機能等再編事業 55 

用検－５ 消防施設再編事業 61 

用検－６ 鶴ケ城周辺公共施設再編・活用推進事業※ 77 

※鶴ケ城周辺に位置する全市民対象の施設に関し、今後の再編・活用のあり方を本プランの

中で検討するものです。 
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事業№ 用検-１ 事業名 スポーツ施設再編事業 

事業種別 検討 所管部局 
建設部 

教育委員会 

関連する個別計画 公園施設長寿命化計画 

 

１ 対象用途及び施設 

用途名（中分類） 施設№ 施設名 所管課 
建築年度 
（西暦） 

延床面積 
（㎡） 

スポーツ施設 

564.2 
武徳殿 

(鶴ケ城公園) 

まちづくり整

備課 
1960 576.55 

564.3 
弓道場 

（鶴ケ城公園） 

まちづくり整

備課 
1934 92.00 

564.5 
会津庭球場 

（鶴ケ城公園） 

まちづくり整

備課 
1979 159.00 

565.2 

あいづ球場 

（会津総合運動 

公園） 

保全計画再掲 

まちづくり整

備課 
1988 7,639.71 

565.3 

テニスコート 

（会津総合運動 

公園） 

保全計画再掲 

まちづくり整

備課 
1991 422.14 

565.4 

あいづ総合体育館

（会津総合運動 

公園） 

保全計画再掲 

まちづくり整

備課 
1993 8,854.09 

565.5 

弓道場 

（会津総合運動 

公園） 

まちづくり整

備課 
1993 107.00 

565.6 

あいづドーム 

（会津総合運動 

公園） 

保全計画再掲 

まちづくり整

備課 
1994 3,034.88 
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１ 対象用途及び施設 

用途名（中分類） 施設№ 施設名 所管課 
建築年度 
（西暦） 

延床面積 
（㎡） 

565.7 

あいづ陸上競技場

メ イ ン ス タ ン ド

（会津総合運動 

公園） 

保全計画再掲 

まちづくり整

備課 
2011 2,371.65 

565.8 

あいづ相撲場 

（会津総合運動 

公園） 

まちづくり整

備課 
2018 92.00 

796 

鶴ケ城体育館 

（鶴ケ城公園） 

保全計画再掲 

まちづくり整

備課 
1972 5,319.37 

800 

会津水泳場 

（鶴ケ城公園） 

保全計画再掲 

まちづくり整

備課 
1978 1,003.48 

2523 
会津若松市多目的

農村広場 
農政課 1989 16.10 

3065 
小松原多目的 

運動場 

スポーツ推進

課 
1984 103.20 

4138 
河東総合体育館 

保全計画再掲 

スポーツ推進

課 
1993 3,772.95 

4139 河東弓道場 
スポーツ推進

課 
1993 229.00 

4140 
河東野球場 

（公衆便所） 

スポーツ推進

課 
2001 58.60 

5005 

会津若松市民ふれ

あいスポーツ広場 

保全計画再掲 

スポーツ推進

課 
1973 2,502.58 

5324 

会津若松市コミュ

ニティプール 

保全計画再掲 

スポーツ推進

課 
2006 1,399.40 

 施設総数 19 総延床面積 37,783.70 
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（施設・機能の配置図） 
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２ 再編プラン 

① 現状・課題 

● スポーツ施設は、都市公園法に基づく公園施設に位置付けられ

るものと、市民スポーツ施設があり、必要に応じた修繕等を行

いながら適切な維持管理に努めています。 

● 比較的新しい施設である「あいづドーム」や「河東総合体育

館」などでも建築から20年以上が経過し、「鶴ケ城体育館」や

「ふれあい体育館」などについては築40年以上が経過している

など、施設の老朽化が進んでいます。 

● 日常的なスポーツやクラブ活動、大会の開催など、市民の皆様

をはじめ会津地域において幅広く利用されている一方、改修や

維持管理に相当の費用を要することから、将来の規模・機能・

管理運営のあり方等について検討を進める必要があります。 

② 事業の 

実施方針 

● 将来の人口動態を踏まえ、子どもから高齢者までの誰もがスポ

ーツに親しみ、生涯にわたり、健康・体力づくりができる環境

の維持・整備に向け、ソフト・ハードの両面からよりよい施設

の規模、機能、運営のあり方について検討を進めます。 

● 施設ごとの利用状況などデータの分析を行いながら、関係団体

や利用者をはじめとした市民の皆様とともに、将来の施設や機

能のあり方について検討を進めていきます。 

● スポーツ施設については、会津地域をはじめとした他自治体の

方の利用もあることから、将来のあり方の検討にあたっては、

県や周辺自治体との連携の可能性について調査を行います。 

③ 事業の概要 

● 公共施設保全計画及び公園長寿命化計画に基づき、総合運動公

園の施設を中心に長寿命化を行いながら、老朽化した施設のあ

り方や効率的な管理運営方法などについて具体的な検討を進め

ます。 

● 施設ごとの利用状況について、団体別や種目別、地域別など、

より詳細なデータの調査・分析を進め、将来の施設や機能のあ

り方の検討に活かしていきます。 

● 地域におけるスポーツの機会と環境の充実に向け、学校体育施

設の更なる活用を推進していきます。 

④ 官民連携手法

の導入予定 

（PPP/PFI 等） 

 

方針 考え方 

導入検討 

 既に行っている指定管理に加え、ＰＰＰ/ＰＦＩ手法に

よる施設整備や管理運営、広告事業など、官民連携手法

の導入可能性について検討を進めます。 
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２ 再編プラン 

 ⑤ 事業の実施予定 
   ※実施予定は、検討の状況や財政状況等により変わる場合があります。 

年度 取組内容 

Ｒ４ 

・施設の利用状況の調査分析 

・学校施設開放の推進 

・将来の施設のあり方やより効率的な管理運営方法の検討 

Ｒ５   ↓ 

Ｒ６   ↓ 

Ｒ７   ↓ 

Ｒ８   ↓ 

３ 再編プランを踏まえた個別施設の整備計画 

施設名 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

・「公共施設保全計画」及び「公園施設長寿命化計画」に基づき整備検討 

 ※当該整備計画は策定時点の予定です。 

今後の事業の進捗状況や財政状況等により変わる場合があります。 
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事業№ 用検-２ 事業名 学校施設再編・活用推進事業 

事業種別 検討 所管部局 教育委員会 

関係する個別計画 ― 

 

１ 対象用途及び施設 

用途名（中分類） 施設№ 施設名 所管課 
建築年度 
（西暦） 

延床面積 
（㎡） 

学校 

2091 鶴城小学校 教育総務課 2015 7,598.11 

2092 城北小学校 教育総務課 1971 5,566.67 

2093 
行仁小学校 

保全計画再掲 
教育総務課 1963 4,532.90 

2094 城西小学校 教育総務課 1958 6,794.72 

2095 謹教小学校 教育総務課 1987 7,101.64 

2096 日新小学校 教育総務課 1989 6,991.64 

2097 一箕小学校 教育総務課 1978 7,830.50 

2098 松長小学校 教育総務課 1989 7,192.22 

2099 永和小学校 教育総務課 1993 3,518.19 

2100 神指小学校 教育総務課 1981 4,177.47 

2101 門田小学校 教育総務課 1978 8,422.90 

2102 城南小学校 教育総務課 1988 6,117.00 

2103 大戸小学校 教育総務課 1994 4,144.39 

2104 東山小学校 教育総務課 1975 4,657.34 

2105 小金井小学校 教育総務課 2002 7,521.61 

2114 第一中学校 教育総務課 1979 7,048.60 

2115 第二中学校 教育総務課 1990 9,151.40 

2116 第三中学校 教育総務課 1986 7,575.02 

2117 第四中学校 教育総務課 1983 7,426.08 

2118 第五中学校 教育総務課 1973 6,768.07 

2119 第六中学校 教育総務課 1977 3,666.93 
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１ 対象用途及び施設 

用途名（中分類） 施設№ 施設名 所管課 
建築年度 
（西暦） 

延床面積 
（㎡） 

2120 湊中学校 教育総務課 1984 2,786.07 

2121 一箕中学校 教育総務課 1976 6,852.50 

2122 大戸中学校 教育総務課 1985 3,133.00 

2123 湊小学校 教育総務課 1998 4,145.17 

3055 荒舘小学校 教育総務課 1985 5,530.53 

3056 川南小学校 教育総務課 1968 3,227.15 

3057 北会津中学校 教育総務課 2010 6,403.43 

5415 河東学園前期課程 教育総務課 2006 11,103.92 

6575 河東学園後期課程 教育総務課 2017 6,288.75 

 施設総数 30 総延床面積 183,273.92 
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（施設・機能の配置図） 
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２ 再編プラン 

① 現状・課題 

● 小中学校については、昭和30年代に整備されたものから改築中

のものまで様々あり、毎年度必要な修繕を行いながら維持管理

を行っています。 

● 耐震化（耐震補強・建て替え）は令和３年度に完了する予定で

すが、トイレ洋式化や非構造部材の安全対策等に加え、ネット

ワークの整備など教育内容・教育方法等の変化に対応した高機

能かつ多機能な学習環境の確保が求められています。 

● 少子高齢化や人口減少等の社会状況の変化の中にあっても、持

続的で魅力あふれる学校教育が実施できるよう、地域の実用に

あった適正な配置や学校間の連携、施設の維持管理のあり方の

検討が必要です。 

また、地域づくりや多世代交流の視点から、地域全体の活動拠

点としての利活用のあり方等について検討する必要がありま

す。 

② 事業の 

実施方針 

● 将来の児童・生徒数の減少等を見据えながら、有効に活用でき

るスペースが生じた場合には、地域の文化・歴史の継承や多世

代交流、生涯学習など、地域全体の拠点としての活用を進めな

がら、長期的な視点から、学校施設のあり方について検討を進

めていきます。 

● 学校施設の更新・維持管理等については、ＰＦＩや包括的業務

委託、地域住民による見守りなど、官民連携やＩＣＴによる業

務効率化等を進め、児童生徒・教職員・地域住民の方々にとっ

てよりよい管理運営のあり方を検討していきます。 

③ 事業の概要 

● 学校施設は、地域の中核となる重要な施設であることから、計

画的な修繕・改修の実施により長寿命化を図ることを基本に適

切な維持保全を行いながら、「地域別再編プラン」の取組とあわ

せ、地域の方々や保護者、教職員、児童生徒等の皆様ととも

に、地域の課題解決や活性化につながる利活用のあり方につい

て検討を進めていきます。 

なお、こうした利活用を検討する場合には、児童生徒の学習環

境や防犯・安全面等への影響が生じ無いよう十分留意します。 

④ 官民連携手法

の導入予定 

（PPP/PFI 等） 

 

方針 考え方 

導入検討 

 ＰＦＩによる施設整備や包括的業務委託、地域住民と

の協働による維持管理など官民連携手法の導入のあり方

について検討を進め、管理運営費用の効率化や低減化、

教職員の業務負担の軽減、多世代交流の促進等につなげ

る。 



 

45 

２ 再編プラン 

 ⑤ 事業の実施予定 
   ※実施予定は、検討の状況や財政状況等により変わる場合があります。 

年度 取組内容 

Ｒ４ 
 予防型の維持保全を行いながら、 

地域ごとに将来の再編や利活用あり方を検討 

Ｒ５    ↓ 

Ｒ６    ↓ 

Ｒ７    ↓ 

Ｒ８    ↓ 
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３ 再編プランを踏まえた個別施設の整備計画 

施設名 整備方針 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

鶴城小学校 
計画保全 
(長寿命化) 

→ → → → → 

城北小学校 
計画保全 

(長寿命化) 
→ 改修検討 → 改修検討 → 

行仁小学校 

保全計画再掲 
計画保全 
(長寿命化) 

→     

城西小学校 
計画保全 
(長寿命化) 

改修検討 → → → → 

謹教小学校 
計画保全 

(長寿命化) 
  改修検討 → 改修検討 

日新小学校 
計画保全 

(長寿命化) 
  改修検討 改修検討 → 

一箕小学校 
計画保全 

(長寿命化) 
 改修検討 → → 改修検討 

松長小学校 
計画保全 

(長寿命化) 
改修検討 → → 改修検討 → 

永和小学校 
計画保全 

(長寿命化) 
改修検討 → → 改修検討 → 

神指小学校 
計画保全 

(長寿命化) 
  改修検討 → 改修検討 

門田小学校 
計画保全 

(長寿命化) 
 改修検討 → 改修検討 → 

城南小学校 
計画保全 
(長寿命化) 

→ 改修検討 → → → 

大戸小学校 
計画保全 
(長寿命化) 

→ → → 改修検討 → 

東山小学校 
計画保全 
(長寿命化) 

→ 改修検討 → → → 

小金井小学校 
計画保全 
(長寿命化) 

→ → → → → 

第一中学校 
計画保全 
(長寿命化) 

改修検討 → → → → 

第二中学校 
計画保全 
(長寿命化) 

→ 改修検討 → → → 

第三中学校 
計画保全 
(長寿命化) 

 改修検討 → →  
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３ 再編プランを踏まえた個別施設の整備計画 

施設名 整備方針 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

第四中学校 
計画保全 
(長寿命化) 

改修検討 → → → → 

第五中学校 
計画保全 
(長寿命化) 

改修検討 → → → → 

第六中学校 
計画保全 
(長寿命化) 

改修検討 → → → → 

湊中学校 
計画保全 

(長寿命化) 
  改修検討 → → 

一箕中学校 
計画保全 

(長寿命化) 
  改修検討 → → 

大戸中学校 
計画保全 

(長寿命化) 
   改修検討 → 

湊小学校 
計画保全 

(長寿命化) 
   改修検討 改修検討 

荒舘小学校 
計画保全 

(長寿命化) 
 改修検討 → →  

川南小学校 
計画保全 

(長寿命化) 
改修検討 → →   

北会津中学校 
計画保全 

(長寿命化) 
     

河東学園前期課程 
計画保全 

(長寿命化) 
     

河東学園後期課程 
計画保全 
(長寿命化) 

     

● 上記のほか、全施設を対象に順次、実施を予定する改修工事 

トイレ洋式化工事 実施検討 → → → → 

 非構造部材改修工事 
（特定天井、窓ガラス、 

体育器具など） 
実施検討 → → → → 

 バリアフリー化工事 実施検討 → → → → 

 ※当該整備計画は策定時点の予定です。 

今後の事業の進捗状況や財政状況等により変わる場合があります。 

また、詳細な事業計画については、施設ごとに基本構想や基本計画等の個別計画 

において示します。 
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事業№ 用検-３ 事業名 学校給食センター再編事業 

事業種別 検討 所管部局 教育委員会 

関連する個別計画 － 

 

１ 対象用途及び施設 

用途名（中分類） 施設№ 施設名 所管課 
建築年度 
（西暦） 

延床面積 
（㎡） 

その他教育施設 

2092.2 城北小学校給食室 学校教育課 1971 105.00 

2094.2 城西小学校給食室 学校教育課 1965 141.00 

2095.2 謹教小学校給食室 学校教育課 1987 162.00 

2096.2 日新小学校給食室 学校教育課 1989 167.00 

2097.2 一箕小学校給食室 学校教育課 1980 218.00 

2098.2 松長小学校給食室 学校教育課 1989 155.00 

2099.2 
永和地区学校給食

センター 
学校教育課 1993 543.00 

2100.2 神指小学校給食室 学校教育課 1990 148.00 

2101.2 
門田地区学校給食

センター 
学校教育課 1979 230.00 

2102.2 城南小学校給食室 学校教育課 1988 165.00 

2103.2 
大戸地区学校給食

センター 
学校教育課 1994 478.00 

2104.2 東山小学校給食室 学校教育課 1980 181.00 

2105.2 
小金井地区学校給

食センター 
学校教育課 2002 483.00 

2123.2 
湊地区学校給食セ

ンター 
学校教育課 1998 446.00 

3062 
北会津地区学校給

食センター 

北会津地区学

校給食センタ

ー 

2003 806.07 

4137 
河東地区学校給食

センター 

河東地区学校

給食センター 
1990 710.00 

5400 
会津若松学校給食

センター 

会津若松学校

給食センター 
2008 1,291.14 

 施設総数 17 総延床面積 6,429.21 
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（施設・機能の配置図） 
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２ 再編プラン 

① 現状・課題 

● 学校給食調理施設については、河東地区学校給食センターや自

校方式の設備等の老朽化が進み、修繕費等を含めた維持管理コ

ストが増加傾向にあります。 

また、今後の維持管理にあたっては、衛生管理対策や食物アレ

ルギー対応などの観点から、調理設備の大規模改修等の機能向

上が必要です。 

● 将来の児童・生徒数の減少を見据え、施設・機能の集約化や統

廃合などを含め、学校給食施設全体の適切な配置について検討

する必要があります。 

② 事業の 

実施方針 

● 老朽化した施設及び自校方式の調理施設の施設・機能の集約化

や効率的な管理運営のあり方について検討を進めます。 

● 取組の実施にあたっては、児童生徒の食の安全性の向上や健康

増進をはじめ、地産地消による地域経済への貢献、地域の食文

化の継承や食育の推進といった社会・教育面での効果や影響等

を十分に考慮しながら、ＰＦＩ等の民間活力の導入可能性や効

率的な管理運営方法のあり方の検討を進め、よりよい学校給食

サービスの提供につなげていきます。 

③ 事業の概要 

● 将来の児童生徒数の推移や学校施設のあり方を踏まえた、学校

給食施設全体の適切なあり方や、より効率的な管理運営方法等

について検討を進めます。 

 

● 会津若松学校給食センターは長寿命化を図りながら、他の学校

給食センターと連携してよりよい学校給食サービスの提供に努

めます 

④ 官民連携手法

の導入予定 

（PPP/PFI 等） 

 

方針 考え方 

導入検討 

PFI 方式をはじめ、民間事業者のノウハウや資金力を活

かした、より効率的な整備の実施可能性について検討し

ていく。 
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２ 再編プラン 

 ⑤ 事業の実施予定 
   ※実施予定は、検討の状況や財政状況等により変わる場合があります。 

年度 取組内容 

Ｒ４ 学校給食施設全体の適切なあり方や効率的な管理運営方法等の検討 

Ｒ５     ↓ 

Ｒ６     ↓ 

Ｒ７     ↓ 

Ｒ８  ↓ 
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３ 再編プランを踏まえた個別施設の整備計画 

施設名 整備方針 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

城北小学校給

食室 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

城西小学校給

食室 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

謹教小学校給

食室 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

日新小学校給

食室 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

一箕小学校給

食室 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

松長小学校給

食室 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

永和地区学校

給食センター 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

神指小学校給

食室 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

門田地区学校

給食センター 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

城南小学校給

食室 
事後保全 

劣化状況に

応じ修繕 
→ → → → 

大戸地区学校

給食センター 
事後保全 

劣化状況に

応じ修繕 
→ → → → 

東山小学校給

食室 
事後保全 

劣化状況に

応じ修繕 
→ → → → 

小金井地区学

校給食センタ

ー 

事後保全 
劣化状況に

応じ修繕 
→ → → → 

湊地区学校給

食センター 
事後保全 

劣化状況に

応じ修繕 
→ → → → 
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３ 再編プランを踏まえた個別施設の整備計画 

施設名 整備方針 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

北会津地区学

校給食センタ

ー 

事後保全 
劣化状況に

応じ修繕 
→ → → → 

河東地区学校

給食センター 
事後保全 

劣化状況に

応じ修繕 
→ → → → 

会津若松学校

給食センター 
計画保全 

（長寿命化） 
  改修検討 → → 

 
 ※当該整備計画は策定時点の予定です。 

今後の事業の進捗状況や財政状況等により変わる場合があります。 
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事業№ 用検-４ 事業名 こども・子育て支援機能等再編事業 

事業種別 検討 所管部局 健康福祉部 

関連する個別計画 ― 

 

１ 対象用途及び施設 

用途名（中分類） 施設№ 施設名 所管課 
建築年度 
（西暦） 

延床面積 
（㎡） 

幼稚園・保育園・

こども園 

242 
中央保育所 

 保全計画再掲 
こども保育課 1981 832.68 

3061 川南幼稚園 こども保育課 1977 408.22 

4101 大田原保育所 こども保育課 1966 256.76 

4102 広田保育所 こども保育課 1998 1,206.49 

4103 
広田保育所分園八

田保育所 
こども保育課 1965 192.23 

4136 河東第三幼稚園 こども保育課 1988 486.15 

5459 
湊しらとり保育園 

保全計画再掲 
こども保育課 2008 686.08 

幼児・児童施設 
243 城前児童センター こども保育課 1963 325.18 

246 西七日町児童館 こども保育課 1972 228.08 

保健施設 

252 保健センター 健康増進課 1981 318.77 

3035 
北会津保健センタ

ー 
健康増進課 1995 1,188.02 

4104 河東保健センター 健康増進課 1990 631.60 

医療施設 5990 
夜間急病センター 

保全計画再掲 
健康増進課 1999 243.36 

  施設総数 15 総延床面積 7,003.62 
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（施設・機能の配置図） 
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２ 再編プラン 

① 現状・課題 

【幼稚園・保育園・こども園】 

● 中央保育所、広田保育所、河東第三幼稚園は直営で運営し、湊

しらとり保育園は指定管理者制度により運営しています。 

昭和50年代に建築した施設もあるなど老朽化が進んでいます。 

● 将来の児童数の減少や民間施設の状況、市民ニーズ及び社会情

勢などに合わせ、今後の幼稚園・保育所等の運営のあり方につ

いて検討する必要があります。 

【幼児・児童施設】 

● 城前児童センター、西七日町児童館については、老朽化が著し

く、今後の整備・運営のあり方について検討する必要がありま

す。 

【保健センター】 

● 保健センターは市中心部に位置するものの、建物および駐車場

が狭隘で老朽化しており、また、北会津・河東保健センターは

市中心部から離れているといった課題があり、今後の施設のあ

り方について検討する必要があります。 

● 北会津保健センターは、北会津デイサービスセンターと一体的

施設となっていることを含めて、施設全体としての今後のあり

方について検討する必要があります。 

【夜間急病センター】 

● 夜間の初期救急医療を担う会津地方唯一の施設であり、会津地

方における地域医療体制の構築において重要な役割を果たして

おり、今後の機能や配置、管理運営のあり方等について幅広い

視点で検討する必要があります。 

② 事業の 

実施方針 

● 「幼稚園・保育園・こども園」「幼児・児童施設」「保健センタ

ー」「夜間急病センター」の各機能は相互に関連があることか

ら、将来のあり方について、市民ニーズや民間サービスの見通

し、利用者の利便性等を踏まえながら、必要な規模・機能・配

置等について総合的に検討を進めます。 

● また、子育て世代の方からのニーズの高い「こどもの遊び場」 

  のあり方についてもあわせて検討を進めていきます。 

● 施設の施設整備や管理運営にあたっては、ＰＰＰ/ＰＦＩや包括

的業務委託といった官民連携手法の導入を積極的に検討し、将

来の財政負担の平準化を図りながら、効率的で効果的な維持管

理、サービスの提供に努めます。 
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２ 再編プラン 

③ 事業の概要 

【幼稚園・保育園・こども園】 

● 広田保育所・河東第三幼稚園の機能を集約したこども園の整備

を進めます。 

● 中央保育所については、公共施設保全計画に基づき維持保全を

行いながら、民間では担えない事業等の実施によるサービス向

上等の検討や、他の子育て支援機能との複合化の可能性なども

含め、将来の施設のあり方について検討していきます。 

 

【幼児・児童施設】 

● 児童館機能については、「西七日町児童館」へ集約し、児童の健

全育成やこどもの遊び場等の子育て支援機能の向上を図りなが

ら、他の子育て支援機能との複合化の可能性なども含め、将来

の施設のあり方について検討していきます。 

  

 

【保健センター】 

● 施設総量の適正化や維持管理コストの効率化、利用者の利便性

の向上などに向け、分散している機能の集約化を検討するとと

もに、子育て支援機能との複合化の可能性なども含め、将来の

施設のあり方について検討していきます。 

 

【夜間急病センター】 

● 公共施設保全計画に基づき、維持保全を行いながら、子育て支

援機能との複合化の可能性なども含め、将来の施設のあり方に

ついて検討していきます。 

④ 官民連携手法

の導入予定 

（PPP/PFI 等） 

 

方針 考え方 

導入検討 

 各施設の整備や管理運営にあたっては、ＰＰＰ/ＰＦＩ

や包括的業務委託の導入等、民間活力の導入について検

討し、事業費や維持管理費等の効率化やサービスの向上

につなげます。 
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２ 再編プラン 

 ⑤ 事業の実施予定 
   ※実施予定は、検討の状況や財政状況等により変わる場合があります。 

（1）こども・子育て支援機能再編事業 

年度 取組内容 

Ｒ４ ・こども・子育て支援機能の全体的なあり方を検討 

Ｒ５   ↓ 

Ｒ６   ↓ 

Ｒ７   ↓ 

Ｒ８   ↓ 

（2）河東こども園整備事業 

年度 取組内容 

Ｒ４ ・整備運営方針に基づき施設再編を検討 

Ｒ５   ↓ 

Ｒ６   ↓ 

Ｒ７   ↓ 

Ｒ８   ↓ 
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３ 再編プランを踏まえた個別施設の整備計画 

施設名 整備方針 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

中央保育所 

 保全計画再掲 

「公共施設保全計画」に基づき整備を行いながら将来のあり方を 

検討 

川南幼稚園 廃止検討 解体検討 → → → → 

大田原保育所 廃止検討 廃止検討 解体検討 → → → 

広田保育所 再編検討 
こども園化 

検討 
→ → → → 

広田保育所分園八

田保育所 
廃止検討 廃止検討 解体検討 → → → 

河東第三幼稚園 再編検討 

広田保育所

へ機能移転

検討 

→ → → → 

湊しらとり保育園 

保全計画再掲 
「公共施設保全計画」に基づき維持整備 

城前児童センター 再編検討 

西七日町児

童館へ機能

移転 

廃止検討 → →  

西七日町児童館 事後保全 
劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

保健センター 事後保全 
劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

北会津保健センタ

ー 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

河東保健センター 事後保全 
劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

夜間急病センター 

保全計画再掲 

「公共施設保全計画」に基づき整備を行いながら将来のあり方を 

検討 

 ※当該整備計画は策定時点の予定です。 

今後の事業の進捗状況や財政状況等により変わる場合があります。 
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事業№ 用検-５ 事業名 消防施設再編事業 

事業種別 検討 所管部局 市民部 

関連する個別計画 ― 

 

１ 対象用途及び施設 

用途名（中分類） 施設№ 施設名 所管課 
建築年度 
（西暦） 

延床面積 
（㎡） 

消防施設 

138 
第1分団基幹消防屯

所 
危機管理課 1983 67.9 

139 
第2分団基幹消防屯

所 
危機管理課 1987 72.02 

140 
第4分団基幹消防屯

所 
危機管理課 1985 59.62 

141 
第5分団基幹消防屯

所 
危機管理課 1990 69.56 

142 
第6分団上荒久田消

防屯所 
危機管理課 1992 33.12 

143 
第6分団基幹消防屯

所 
危機管理課 1991 78.65 

144 
第6分団下荒久田消

防屯所 
危機管理課 1988 9.72 

145 
第6分団中地消防屯

所 
危機管理課 1991 9.72 

146 
第6分団中ノ明消防

屯所 
危機管理課 1982 9.18 

147 
第7分団基幹消防屯

所 
危機管理課 1994 71.21 

148 
第7分団田代消防屯

所 
危機管理課 2000 45.54 

149 
第7分団赤井消防屯

所 
危機管理課 1996 60.44 

150 
第7分団四ツ谷消防

屯所 
危機管理課 1995 33.21 

151 
第7分団笹山消防屯

所 
危機管理課 1989 9.72 

152 
第7分団東田面消防

屯所 
危機管理課 1984 51.75 
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１ 対象用途及び施設 

用途名（中分類） 施設№ 施設名 所管課 
建築年度 
（西暦） 

延床面積 
（㎡） 

153 
第7分団経沢消防屯

所 
危機管理課 1994 33.12 

154 
第7分団中田消防屯

所 
危機管理課 1988 9.72 

155 
第7分団西田面消防

屯所 
危機管理課 1997 49.68 

156 
第7分団上馬渡消防

屯所 
危機管理課 1995 49.68 

157 
第7分団下馬渡消防

屯所 
危機管理課 1998 49.68 

158 
第8分団基幹消防屯

所 
危機管理課 1986 67.07 

160 
第8分団滝沢消防屯

所 
危機管理課 1998 36.43 

162 
第8分団松窪消防屯

所 
危機管理課 2001 39.74 

163 
第8分団石ヶ森消防

屯所 
危機管理課 1986 9.72 

164 
第9分団基幹消防屯

所 
危機管理課 1983 66.24 

165 
第9分団上吉田消防

屯所 
危機管理課 1991 9.72 

166 
第9分団界沢消防屯

所 
危機管理課 1989 9.72 

167 
第9分団中沼木消防

屯所 
危機管理課 1986 13.24 

168 
第9分団木流消防屯

所 
危機管理課 1996 49.68 

169 
第9分団鶴沼消防屯

所 
危機管理課 1997 31.46 

170 
第10分団西城戸消

防屯所 
危機管理課 1988 9.72 

171 
第10分団高久消防

屯所 
危機管理課 1989 9.72 



 

63 

１ 対象用途及び施設 

用途名（中分類） 施設№ 施設名 所管課 
建築年度 
（西暦） 

延床面積 
（㎡） 

172 
第10分団基幹消防

屯所 
危機管理課 1984 57.96 

173 
第10分団幕ノ内消

防屯所 
危機管理課 1992 26.49 

174 
第10分団東城戸消

防屯所 
危機管理課 1981 9.54 

175 
第10分団柳原消防

屯所 
危機管理課 1989 9.72 

176 
第11分団一ノ堰消

防屯所兼水防倉庫 
危機管理課 1993 63.76 

177 
第11分団飯寺消防

屯所 
危機管理課 1999 39.74 

180 
第11分団沢消防屯

所 
危機管理課 1989 9.72 

181 
第11分団中島消防

屯所 
危機管理課 1988 9.72 

184 
第12分団基幹消防

屯所 
危機管理課 1986 67.07 

185 
第12分団大豆田消

防屯所 
危機管理課 1997 49.68 

186 
第12分団南原消防

屯所 
危機管理課 1993 36.43 

187 
第12分団芦ノ牧消

防屯所 
危機管理課 1993 93.15 

188 
第12分団芦ノ牧本

村消防屯所 
危機管理課 1991 9.72 

189 
第12分団上小塩消

防屯所 
危機管理課 1989 9.72 

190 
第12分団小谷消防

屯所 
危機管理課 1989 9.72 

191 
第12分団闇川消防

屯所 
危機管理課 1996 56.3 

192 
第12分団闇川入小

屋消防屯所 
危機管理課 1991 9.72 
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１ 対象用途及び施設 

用途名（中分類） 施設№ 施設名 所管課 
建築年度 
（西暦） 

延床面積 
（㎡） 

193 
第12分団桑原消防

屯所 
危機管理課 1980 33.11 

194 
第12分団上雨屋消

防屯所 
危機管理課 1995 64.58 

195 
第12分団下雨屋消

防屯所 
危機管理課 1991 13.5 

197 
第13分団院内消防

屯所 
危機管理課 1998 9.94 

198 
第12分団舟子消防

屯所 
危機管理課 1983 9.54 

201 
第6分団藤室消防屯

所 
危機管理課 1977 9.92 

202 
第6分団平沢消防屯

所 
危機管理課 1990 9.72 

203 
第7分団堰場消防屯

所 
危機管理課 1978 9.36 

204 
第7分団埼川舟木消

防屯所 
危機管理課 1978 24.37 

206 
第8分団下居合消防

屯所 
危機管理課 1982 9.18 

207 
第8分団長原消防屯

所 
危機管理課 1990 9.72 

208 
第8分団金堀消防屯

所 
危機管理課 1985 9.72 

209 
第9分団下高野消防

屯所 
危機管理課 1982 9.18 

210 
第9分団森台消防屯

所 
危機管理課 1985 9.72 

211 
第9分団中前田消防

屯所 
危機管理課 1979 9.54 

212 
第10分団横沼消防

屯所 
危機管理課 1981 9.54 

213 
第10分団上神指消

防屯所 
危機管理課 1984 9.72 



 

65 

１ 対象用途及び施設 

用途名（中分類） 施設№ 施設名 所管課 
建築年度 
（西暦） 

延床面積 
（㎡） 

214 
第10分団如来堂消

防屯所 
危機管理課 1986 9.72 

215 
第11分団徳久消防

屯所 
危機管理課 1984 9.72 

216 
第11分団南御山消

防屯所 
危機管理課 1990 9.72 

217 
第11分団南青木消

防屯所 
危機管理課 1986 9.72 

218 
第11分団面川消防

屯所 
危機管理課 1983 9.18 

219 
第11分団堤沢消防

屯所 
危機管理課 1977 9.54 

220 
第12分団黒森消防

屯所 
危機管理課 1978 9.54 

221 
第12分団石村消防

屯所 
危機管理課 1979 9.54 

229 
会津若松市消防団

倉庫 
危機管理課 1990 33.12 

230 東神指水防倉庫 危機管理課 1991 9.72 

2181 
第10分団東神指消

防屯所 
危機管理課 1990 9.72 

3011 
第14分団基幹消防

屯所 
危機管理課 2011 73.69 

3012 
第14分団真宮新町

消防屯所 
危機管理課 1992 24.82 

3013 
第14分団鈴渕消防

屯所 
危機管理課 1992 9.93 

3014 
第14分団石原消防

屯所 
危機管理課 1996 9.93 

3015 
第14分団田村山消

防屯所 
危機管理課 1984 33.12 

3016 
第14分団安良田消

防屯所 
危機管理課 2003 9.93 

3017 
第14分団宮ノ下消

防屯所 
危機管理課 2002 9.93 
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１ 対象用途及び施設 

用途名（中分類） 施設№ 施設名 所管課 
建築年度 
（西暦） 

延床面積 
（㎡） 

3018 
第14分団和泉消防

屯所 
危機管理課 1998 9.93 

3019 
第15分団基幹消防

屯所 
危機管理課 1987 59.62 

3020 
第15分団両堂消防

屯所 
危機管理課 2004 9.93 

3021 
第15分団柏原消防

屯所 
危機管理課 1993 9.93 

3022 
第15分団麻生新田

消防屯所 
危機管理課 1995 9.93 

3023 
第15分団下野消防

屯所 
危機管理課 1990 9.93 

3024 
第15分団西後庵消

防屯所 
危機管理課 1994 9.93 

3025 
第16分団中荒井消

防屯所 
危機管理課 1990 33.12 

3026 
第16分団寺堀消防

屯所 
危機管理課 1997 12.39 

3027 
第16分団宮袋新田

消防屯所 
危機管理課 1999 9.93 

3069 北会津水防倉庫 危機管理課 1991 64 

3070 
第15分団西麻生消

防屯所 
危機管理課 1958 16.52 

3071 
第15分団下米塚消

防屯所 
危機管理課 1961 16.52 

3072 
第15分団上米塚消

防屯所 
危機管理課 1963 22.31 

3073 
第16分団十二所消

防屯所 
危機管理課 1964 19.83 

3074 
第16分団鷺林消防

屯所 
危機管理課 1964 12.39 

3075 
第14分団真渡消防

屯所 
危機管理課 1956 11.48 

3136 
第14分団中里消防

屯所 
危機管理課 2005 9.94 
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１ 対象用途及び施設 

用途名（中分類） 施設№ 施設名 所管課 
建築年度 
（西暦） 

延床面積 
（㎡） 

4074 
第17分団広田消防

屯所 
危機管理課 1999 48.02 

4151 
河東支所防災用備

蓄倉庫 
危機管理課 2002 17 

5247 
第14分団出尻消防

屯所 
危機管理課 2006 9.94 

5448 
第17分団槻木消防

屯所 
危機管理課 2007 9.94 

6110 
第18分団基幹消防

屯所 
危機管理課 2011 67.9 

6203 
第7分団笹山原消防

屯所 
危機管理課 2012 12.42 

6353 
第13分団基幹消防

屯所 
危機管理課 2015 79.49 

6550 
第11分団基幹消防

屯所 
危機管理課 2016 78.66 

6573 
第19分団郡山消防

屯所 
危機管理課 2017 12.42 

6657 
第19分団基幹消防

屯所 
危機管理課 2018 79.89 

 施設総数 112 総延床面積 3,118.12 
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（施設・機能の配置図） 
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※施設数が多いため施設№で表示 
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２ 再編プラン 

① 現状・課題 

● 消防団の活動拠点である消防屯所及び倉庫は、消防活動や必要

な防災用品等の保管などに活用しています。 

● 築年数が古く、老朽化が進んでいる施設が４割ほどあることか

ら、計画的な維持保全が必要です。 

● 将来の消防団活動のあり方にあわせ、施設の適正配置や再編の

あり方について検討を進める必要があります。 

② 事業の 

実施方針 

● 現状の施設について、事後保全により必要な修繕等を行いなが

ら、消防団等関係団体等の参画を得ながら、将来の消防団組織

や活動のあり方を踏まえた、施設のあり方について検討を進め

ます。 

③ 事業の概要 

● 消防団等の関係団体等とともに、将来の組織や活動のあり方、

よりよい施設の管理運営方法、配置、再編の可能性等について

検討を進めていきます。 

④ 官民連携手法

の導入予定 

（PPP/PFI 等） 

 

方針 考え方 

導入検討 

 ＰＰＰ/ＰＦＩによる施設整備や包括的業務委託、他自

治体との広域連携など、効率的で効果的な管理運営のあ

り方について検討を進めます。 

 ⑤ 事業の実施予定 
   ※実施予定は、検討の状況や財政状況等により変わる場合があります。 

年度 取組内容 

Ｒ４ 消防団組織のあり方や施設のあり方等について検討 

Ｒ５    ↓ 

Ｒ６  ↓ 

Ｒ７  ↓ 

Ｒ８  ↓ 
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３ 再編プランを踏まえた個別施設の整備計画 

施設名 整備方針 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

第1分団基幹消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第2分団基幹消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第4分団基幹消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第5分団基幹消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第6分団上荒久田

消防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第6分団基幹消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第6分団下荒久田

消防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第6分団中地消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第6分団中ノ明消

防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第7分団基幹消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第7分団田代消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第7分団赤井消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第7分団四ツ谷消

防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第7分団笹山消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第7分団東田面消

防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第7分団経沢消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第7分団中田消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第7分団西田面消

防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 
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３ 再編プランを踏まえた個別施設の整備計画 

施設名 整備方針 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

第7分団上馬渡消

防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第7分団下馬渡消

防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第8分団基幹消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第8分団滝沢消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第8分団松窪消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第8分団石ヶ森消

防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第9分団基幹消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第9分団上吉田消

防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第9分団界沢消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第9分団中沼木消

防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第9分団木流消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第9分団鶴沼消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第10分団西城戸消

防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第10分団高久消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第10分団基幹消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第10分団幕ノ内消

防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第10分団東城戸消

防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第10分団柳原消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 
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３ 再編プランを踏まえた個別施設の整備計画 

施設名 整備方針 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

第11分団一ノ堰消

防屯所兼水防倉庫 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第11分団飯寺消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第11分団沢消防屯

所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第11分団中島消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第12分団基幹消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第12分団大豆田消

防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第12分団南原消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第12分団芦ノ牧消

防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第12分団芦ノ牧本

村消防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第12分団上小塩消

防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第12分団小谷消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第12分団闇川消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第12分団闇川入小

屋消防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第12分団桑原消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第12分団上雨屋消

防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第12分団下雨屋消

防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第13分団院内消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第12分団舟子消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 
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３ 再編プランを踏まえた個別施設の整備計画 

施設名 整備方針 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

第6分団藤室消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第6分団平沢消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第7分団堰場消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第7分団埼川舟木

消防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第8分団下居合消

防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第8分団長原消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第8分団金堀消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第9分団下高野消

防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第9分団森台消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第9分団中前田消

防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第10分団横沼消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第10分団上神指消

防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第10分団如来堂消

防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第11分団徳久消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第11分団南御山消

防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第11分団南青木消

防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第11分団面川消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第11分団堤沢消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 
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３ 再編プランを踏まえた個別施設の整備計画 

施設名 整備方針 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

第12分団黒森消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第12分団石村消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

会津若松市消防団

倉庫 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

東神指水防倉庫 事後保全 
劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第10分団東神指消

防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第14分団基幹消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第14分団真宮新町

消防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第14分団鈴渕消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第14分団石原消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第14分団田村山消

防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第14分団安良田消

防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第14分団宮ノ下消

防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第14分団和泉消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第15分団基幹消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第15分団両堂消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第15分団柏原消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第15分団麻生新田

消防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第15分団下野消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 
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３ 再編プランを踏まえた個別施設の整備計画 

施設名 整備方針 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

第15分団西後庵消

防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第16分団中荒井消

防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第16分団寺堀消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第16分団宮袋新田

消防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

北会津水防倉庫 事後保全 
劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第15分団西麻生消

防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第15分団下米塚消

防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第15分団上米塚消

防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第16分団十二所消

防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第16分団鷺林消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第14分団真渡消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第14分団中里消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第17分団広田消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

河東支所防災用備

蓄倉庫 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第14分団出尻消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第17分団槻木消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第18分団基幹消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第7分団笹山原消

防屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 
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３ 再編プランを踏まえた個別施設の整備計画 

施設名 整備方針 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

第13分団基幹消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第11分団基幹消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第19分団郡山消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

第19分団基幹消防

屯所 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

 ※当該整備計画は策定時点の予定です。 

今後の事業の進捗状況や財政状況等により変わる場合があります。 
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事業№ 用検-６ 事業名 鶴ケ城周辺公共施設再編・活用推進事業 

事業種別 検討 所管部局 

企画政策部 

観光商工部 

建設部 

教育委員会 

関連する個別計画 
鶴ケ城周辺公共施設利活用構想 

史跡若松城跡総合整備計画 

 

１ 対象用途及び施設 

用途名（中分類） 施設№ 施設名 所管課 
建築年度 
（西暦） 

延床面積 
（㎡） 

集会施設 

2125 少年の家 教育総務課 1965 221.93 

5466 

生涯学習総合セン

ター 

保全計画再掲 

生涯学習総合

センター 
2010 9,365.00 

文化施設 

137 
會津風雅堂 

保全計画再掲 
文化課 1993 7,306.66 

2140 文化センター 文化課 1978 2,730.77 

5989 会津能楽堂 文化課 2009 238.47 

博物館等 6085 歴史資料センター 文化課 1969 1,774.12 

スポーツ施設 

564.2 

武徳殿 

(鶴ケ城公園) 

※再掲 

まちづくり整

備課 
1960 576.55 

564.3 

弓道場 

（鶴ケ城公園） 

※再掲 

まちづくり整

備課 
1934 92.00 

564.5 

会津庭球場 

（鶴ケ城公園） 

※再掲 

まちづくり整

備課 
1979 159.00 

796 

鶴ヶ城体育館 

（鶴ケ城公園） 

※再掲 

まちづくり整

備課 
1972 5,319.37 
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１ 対象用途及び施設 

用途名（中分類） 施設№ 施設名 所管課 
建築年度 
（西暦） 

延床面積 
（㎡） 

800 

会津水泳場 

（鶴ケ城公園） 

※再掲 

まちづくり整

備課 
1978 1,003.48 

レクリエーション

施設・観光施設 

272 
若松城 

保全計画再掲 
観光課 1965 2,548.92 

273 
麟閣 

保全計画再掲 
観光課 1990 57.52 

6249 
鶴ヶ城南口駐車場

公衆トイレ 
観光課 2013 29.80 

産業系施設 2378 勤労青少年ホーム 商工課 1974 1,803.77 

庁舎等 5455 
追手町第二庁舎 

※再掲 
総務課 1964 5,071.09 

公園 

564 鶴ケ城公園 
まちづくり整

備課 
1966 298.51 

797 
多目的広場 

（鶴ケ城公園） 

まちづくり整

備課 
1982 119.76 

6352 
鶴ケ城公園東口駐

車場公衆トイレ 

まちづくり整

備課 
2014 76.60 

  施設総数 19 総延床面積 38,793.32 

※本事業は、鶴ケ城周辺に位置する全市民対象の施設に関し、今後の再編・活用のあり方を本プラ

ンの中で検討するものです。 
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（施設・機能の配置図） 
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勤労青少年ホーム 
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２ 再編プラン 

① 現状・課題 

● 当該エリアにおいては、若松城を中心に、文化施設、博物館、

スポーツ施設といった様々な用途の施設を設置し、本市の歴史

教育や観光、文化芸術の拠点として利活用を行っています。 

● 若松城や風雅堂など、観光・文化の発信拠点等として施設・設

備の計画的な修繕や機能改善による品質や利便性の維持向上が

必要となる施設があるほか、文化センターや少年の家、歴史資

料センター、鶴ケ城体育館など老朽化が進んでいる施設もあ

り、今後の利活用のあり方を含め、総合的なマネジメントの推

進が必要です。 

● 当該エリアは、本市の経済や雇用創出などを担う産業のひとつ

である観光産業の拠点としても重要であることから、教育旅行

誘致や観光誘客による交流人口の拡大や地域の活力回復と活性

化に向け、更なる魅力向上を図る必要があります。 

② 事業の 

実施方針 

● 「鶴ケ城周辺公共施設利活用構想」や「史跡若松城跡総合整備

計画」等の関係する計画等を踏まえながら、若松城を中心とす

る区域をひとつの公共空間ととらえ、総合的な視点から、エリ

ア全体の価値や魅力の向上を図ります。 

● 公共施設だけではなく、歴史的・文化的資源や自然環境といっ

たエリア内の様々な資源を統一的に整備・活用し、市民や観光

客など多くの方々が訪れる場として活用していきます。 

● 民間事業者の創意工夫やノウハウが生かせるよう、パークＰＰ

Ｐ/ＰＦＩや指定管理等の様々な制度を有効活用し、サービス向

上や付加価値の創出等を推進し、来場者の増加につなげていき

ます。 

③ 事業の概要 

● 若松城や風雅堂といった長寿命化対象の施設については、「公共

施設保全計画」に基づき、計画的な維持保全を行いながら、更

なるサービスや魅力の向上に向け活用を進めていきます。 

● 史跡若松城跡総合整備計画に基づき、史跡の総合的な整備と有

効活用を進めるとともに、鶴ヶ城周辺公共施設利活用構想に基

づき、追手町第二庁舎等の施設のあり方について検討を進めて

いきます。 

● 指定管理者等の民間事業者と連携しながら来場者の増加やサー

ビス向上、エリアの活性化につながる取組を推進していきま

す。 

● 文化センターや少年の家等の老朽化が進んでいる施設につい

て、エリア全体の活用の方向性や利用状況等を踏まえながら、

将来の施設や機能のあり方について検討を進めていきます。 
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２ 再編プラン 

④ 官民連携手法

の導入予定 

（PPP/PFI 等） 

 

方針 考え方 

導入検討 

 現在行っている指定管理に加え、パークＰＰＰ/ＰＦＩ

といった官民連携手法の導入可能性等について検討を進

め、民間活力を活かした取組を進めていきます。－ 

 ⑤ 事業の実施予定 
   ※実施予定は、検討の状況や財政状況等により変わる場合があります。 

年度 取組内容 

Ｒ４ 
・エリア全体の価値の創出に向け、指定管理者等と連携したエリア

活性化に向けた取組や将来の施設・機能のあり方の検討等を推進 

Ｒ５    ↓ 

Ｒ６    ↓ 

Ｒ７    ↓ 

Ｒ８   ↓ 

３ 再編プランを踏まえた個別施設の整備計画 

施設名 整備方針 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

少年の家 事後保全 
劣化状況 

に応じ修繕 
→ → → → 

生涯学習総合セン

ター 

保全計画再掲 

「公共施設保全計画」に基づき整備検討 

會津風雅堂 

保全計画再掲 
「公共施設保全計画」に基づき整備検討 

文化センター 事後保全 
劣化状況 

に応じ修繕 
→ → → → 

会津能楽堂 事後保全 
劣化状況 

に応じ修繕 
→ → → → 

歴史資料センター 事後保全 
劣化状況 

に応じ修繕 
→ → → → 
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２ 再編プラン 

武徳殿 

(鶴ケ城公園) 

※再掲 

「公園施設長寿命化計画」に基づき整備検討 

弓道場 

（鶴ケ城公園） 

※再掲 

「公園施設長寿命化計画」に基づき整備検討 

会津庭球場 

（鶴ケ城公園） 

※再掲 

「公園施設長寿命化計画」に基づき整備検討 

鶴ケ城体育館 

（鶴ケ城公園） 

※再掲 

「公園施設長寿命化計画」に基づき整備検討 

会津水泳場 

（鶴ケ城公園） 

※再掲 

「公園施設長寿命化計画」に基づき整備検討 

若松城 

保全計画再掲 
「公共施設保全計画」に基づき整備検討 

麟閣 

保全計画再掲 
「公共施設保全計画」に基づき整備検討 

鶴ヶ城南口駐車場

公衆トイレ 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

勤労青少年ホーム 事後保全 
劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

追手町第二庁舎 

※再掲 
再編検討 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

鶴ケ城公園 「公園施設長寿命化計画」に基づき整備検討 

多目的広場 

（鶴ケ城公園） 
「公園施設長寿命化計画」に基づき整備検討 

鶴ヶ城公園東口駐

車場公衆トイレ 
「公園施設長寿命化計画」に基づき整備検討 

 ※当該整備計画は策定時点の予定です。 

今後の事業の進捗状況や財政状況等により変わる場合があります。 
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５ 地域別再編プラン 

「地域別再編プラン」は、建物系公共施設のうち、主に地域住民を対象とする施設

やサービスについて、公民館の対象地区及び小学校区ごとに対象施設を選定し、地域

の現状や課題などを踏まえながら、当面の維持整備の考え方や将来の再編のあり方、

今後の検討や取組の進め方などについて示したものです。 

なお、地域の現状や課題、将来のあり方等の検討にあたっては、地区ごとにワーク

ショップを開催し、区長や各種団体の方をはじめとした地域の方々に参画いただきな

がら方向性を取りまとめました。 

市民意見を踏まえた地域別再編プラン推進の考え方 
 

  令和元年度から３年度にかけて全地区において実施した住民ワークショップ

において参加者の皆様からいただいたご意見やアイディアを踏まえ、本市にお

ける地域ごとの施設再編・利活用の取組の考え方を次のとおりにまとめました。 

   ● 全地区共通の課題として、将来の機能の集約化や複合化の前に、地域コミュ

ニティの維持や地域の活性化に向け公共施設等の資産をより有効に活用する

ことが重要 

   ● 「公共施設」だけではなく、集会所などの地域の施設に加え、空き家や

空き店舗、史跡・寺社等の地域資源を活かして交流の場を生み出す取組

も必要。 

   ● 現在、各地域が抱えている課題の解決のためにはハード整備だけでなく、

活動の充実化や持続可能な組織体制の構築、若者の参加や担い手の育成と

いったソフト面の支援の充実が必要 

   このことから、本計画における地域別の再編プランの推進にあたっては、 

多様化する地域課題の解決に向け、公共施設の多機能化や集会所、空き家、

史跡等の地域資源の有効活用を進めながら、段階的に将来の地域のあり方や地

域の拠点施設のあり方等、中・長期的な課題について住民の方々とともに検討

していくこととします。 
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（1） 実施段階の事業 

 

 

番号 事業名 ページ 

地実－１ 北会津公民館区公共施設再編・活用推進事業 85 

地実－２ 河東公民館区公共施設再編・活用推進事業 91 

地実－３ 湊公民館区公共施設再編・活用推進事業 95 
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事業№ 地実-１ 事業名 北会津公民館区公共施設再編・活用推進事業 

公民館区 北会津 小学校区 荒舘・川南 

事業種別 実施 所管部局 

企画政策部 

農政部 

教育委員会 

関連する個別計画  

 

１ 対象用途及び施設 

用途名（中分類） 施設№ 施設名 所管課 
建築年度 
（西暦） 

延床面積 
（㎡） 

産業系施設 2524 

会津若松市北会津

農村環境改善セン

ター 

農政課 1980 1,211.91 

保健施設 3035 

北会津保健センタ

ー 

※再掲 

健康増進課 1995 1,188.02 

公園 3045 ホタルの森公園 
まちづくり 

整備課 
1990 47.80 

学校 

3055 
荒舘小学校 

※再掲 
教育総務課 1985 5,530.53 

3056 
川南小学校 

 ※再掲 
教育総務課 1968 2,159.08 

3057 
北会津中学校 

 ※再掲 
教育総務課 2010 6,403.43 

集会施設 

3067 北会津公民館 北会津公民館 1971 1,119.31 

3105 
真宮コミュニティ

センター（物置） 
環境生活課 1991 64.80 

3106 
真宮コミュニティ

センター 
環境生活課 1992 456.90 

庁舎等 5316 北会津支所 

北会津支所 

まちづくり 

推進課 

1998 4,718.84 

  施設総数 10 総延床面積 22,900.62 
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（施設・機能の配置図） 
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真宮コミュニティセンター 

荒舘小学校 

ホタルの森公園 

北会津保健センター 

北会津農村環境改善センター

健センター 
北会津支所 

北会津公民館 
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２ 再編プラン 

① 地域の 

現状・課題 

 ● 市の西部に位置し、阿賀川（大川）と宮川（鶴沼川）に挟ま

れ、全国に先駆けて実施した圃場整備事業により整然と圃場

が広がる農業地域で、天然記念物に指定されたイトヨやゲン

ジボタルが生息するなど自然豊かな地域です。 

● 人口減少や高齢者世帯の増加などが進んでおり、地域のコミュ

ニティ活動の維持が課題となっていることから、住民参加・協

働のまちづくりの実現に向けて、区長会や民生委員、商工会な

ど地域の団体で構成する「北会津地域づくり委員会」を設立

し、市と一体となって地域の身近な問題の解決に向け取組んで

います。 

● 北会津支所や公民館、農村環境改善センターなど類似した用

途の施設が隣接しており、老朽化や稼働状況、管理運営方法等

に課題があることから、平成 29 年度から北会津地域づくり委

員会を中心に将来の施設や機能の再編・利活用のあり方につい

て検討を進めています。 

② 事業の 

実施方針 

● 地域の課題解決に向けた地区計画である「北会津地域づくりビ

ジョン」に基づき、市と「北会津地域づくり委員会」との協働

により取組を推進していきます。 

● 北会津支所の空き室を中心に地域の公共施設等の多機能化や有

効活用を進め、世代間交流や地域活性化、利便性の向上などの

地域課題の解決につなげていきます。 

● また、公共施設に加え、空き家や空き店舗、地域の集会所な

ど、様々な地域資源を活かしながら住民が集い、活動できる交

流の場を広げ、魅力あふれる地域づくりを進めていきます。 

③ 事業の概要 

● 北会津支所の空き室の利活用を進めながら、公民館や農村環

境改善センター等も含め、将来の地域の活動拠点のあり方につ

いて、住民の方々とともに検討を進めていきます。 

 

● 地域及び行政サービスの拠点である北会津支所については、

予防型の維持保全による長寿命化を図ることとし、公民館・農

村環境改善センター等の施設については、将来のあり方が決ま

るまでの間、事後保全により必要な機能・安全性を維持してい

きます。 

● 施設の活用や管理運営、整備等にあたっては、PPP/PFI 手法

の導入を検討し、民間事業者や地域組織等との協働による効率

的で効果的な公共施設サービスの提供を進めていきます。 
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２ 再編プラン 

④ 官民連携手法

の導入予定 

（PPP/PFI 等） 

 

方針 考え方 

導入検討 

  民間事業者や地域組織との協働など、官民連携による

施設の整備や維持管理方法についても検討を進め、業

務の効率化や利便性の向上等につなげていきます。 

 ⑤ 事業の実施予定  
   ※実施予定は、検討の状況や財政状況等により変わる場合があります。 

年度 取組内容 

Ｒ４ 
・支所等の地域の施設の有効活用の推進 

・将来の地域の公共施設等のあり方の検討 

Ｒ５    ↓ 

Ｒ６    ↓ 

Ｒ７    ↓ 

Ｒ８    ↓ 
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３ 再編プランを踏まえた個別施設の整備計画 

施設名 整備方針 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

会津若松市北会津

農村環境改善セン

ター 

事後保全 
劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

北会津保健センタ

ー 

※再掲 

事後保全 
劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

ホタルの森公園 事後保全 
劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

荒舘小学校 

※再掲 
計画保全 
(長寿命化) 

 改修検討 → →  

川南小学校 

※再掲 
計画保全 
(長寿命化) 

改修検討 → →   

北会津中学校 

※再掲 
計画保全 
(長寿命化) 

     

北会津公民館 事後保全 
劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

真宮コミュニティ

センター（物置） 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

真宮コミュニティ

センター 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

北会津支所 
計画保全 
(長寿命化) 

   改修検討 → 

 ※当該整備計画は策定時点の予定です。 

今後の事業の進捗状況や財政状況等により変わる場合があります。 
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事業№ 地実-２ 事業名 河東公民館区公共施設再編・活用推進事業 

公民館区 河東 小学校区 河東学園 

事業種別 実施 所管部局 

企画政策部 

農政部 

教育委員会 

関連する個別計画 ― 

 

１ 対象用途及び施設 

用途名（中分類） 施設№ 施設名 所管課 
建築年度 
（西暦） 

延床面積 
（㎡） 

産業系施設 4105 

会津若松市河東農

村環境改善センタ

ー 

農政課 1993 998.96 

集会施設 4143 河東公民館 河東公民館 1976 1,063.54 

公園 5042 広田西公園 
まちづくり 

整備課 
2008 69.65 

庁舎等 5317 河東支所 
河東・まちづ

くり 
1982 3,178.58 

学校 

5415 
河東学園前期課程 

※再掲 
教育総務課 2006 11,103.92 

6575 
河東学園後期課程 

※再掲 
教育総務課 2017 6,288.75 

  施設総数 6 総延床面積 22,643.40 
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（施設・機能の配置図） 
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２ 再編プラン 

① 地域の 

現状・課題 

 ● 市の北部に位置し、磐梯河東ＩＣや国道49号・121号等の主要

地方道・県道が交差する交通の要衝であり、田園などの自然資

源をはじめ、八葉寺や延命寺などの文化資源、白虎隊奮戦地や

皆鶴姫伝説などの歴史資源、どぶろく製造や観光施設、工業団

地などの多様な産業・資源に恵まれた地域です。 

● 人口減少や高齢者世帯の増加などが進んでおり、地域のコミ

ュニティ活動の維持が課題となっていることから、住民参加・

協働のまちづくりの実現に向けて、区長会や民生委員、商工会

など地域の団体で構成する「河東地域づくり委員会」を設立

し、市と一体となって地域の身近な問題の解決に取組んでいま

す。 

●  行政サービスや地域活動の拠点である河東支所や公民館、農

村環境改善センターのほか、地域住民の社会教育の拠点とし

て、河東学園の校内に河東学園センターが併設されており、こ

れらの施設の一体的な利活用や老朽化した施設の将来のあり方

が課題となっています。 

② 事業の 

実施方針 

● 地域の課題解決に向けた地区計画である「河東地域づくりビ

ジョン」に基づき、市と「河東地域づくり委員会」との協働に

より取組を推進していきます。 

● 河東支所の空き室や河東学園センター棟などの施設を中心に

地域の公共施設等の多機能化や有効活用を進め、多世代交流や

地域活性化、利便性の向上などの地域課題の解決につなげてい

きます。 

● また、公共施設に加え、空き家や空き店舗、駅や公園など、

様々な地域資源を活かしながら住民が集い、活動できる交流の

場を広げ、魅力あふれる地域づくりを進めていきます。 

③ 事業の概要 

● 河東支所の空き室や河東学園のセンター棟などの利活用を進

めながら、公民館や農村環境改善センター等も含め、将来の地

域の活動拠点のあり方について、住民の方々とともに検討を進

めていきます。 

● 河東支所及び河東学園（河東センター棟を含む。）について

は、予防型の維持保全による長寿命化を図るとともに、公民

館・農村環境改善センター等の施設については、将来のあり方

が決まるまでの間、事後保全により必要な機能・安全性を維持

していきます。 

● 施設の活用や管理運営、整備等にあたっては、PPP/PFI 手法

の導入を検討し、民間事業者や地域組織等との協働による効率

的で効果的な公共施設サービスの提供を進めていきます。 
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２ 再編プラン 

④ 官民連携手法

の導入予定 

（PPP/PFI 等） 

 

方針 考え方 

導入検討 

  民間事業者や地域組織との協働など、官民連携による

施設の整備や維持管理方法についても検討を進め、業

務の効率化や利便性の向上等につなげていきます。 

 ⑤ 事業の実施予定  
   ※実施予定は、検討の状況や財政状況等により変わる場合があります。 

年度 取組内容 

Ｒ４ 
・支所や学園センター等の地域の施設の有効活用の推進 

・将来の地域の公共施設等のあり方の検討 

Ｒ５  ↓ 

Ｒ６  ↓ 

Ｒ７   ↓ 

Ｒ８  ↓ 

３ 再編プランを踏まえた個別施設の整備計画 

施設名 整備方針 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

会津若松市河東農

村環境改善センタ

ー 

事後保全 
劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

河東公民館 事後保全 
劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

広田西公園 事後保全 
劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

河東支所 
計画保全 
(長寿命化) 

   → 改修検討 

河東学園前期課程 

※再掲 

計画保全 
(長寿命化) 

   → → 

河東学園後期課程 

※再掲 
計画保全 
(長寿命化) 

   → → 

 ※当該整備計画は策定時点の予定です。 

今後の事業の進捗状況や財政状況等により変わる場合があります。 
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事業№ 地実-３ 事業名 湊公民館区公共施設再編・活用事業 

公民館区 湊 小学校区 湊 

事業種別 実施 主な所管部局 

企画政策部 

市民部 

農政部 

教育委員会 

関連する個別計画 ― 

 

１ 対象用途及び施設 

用途名（中分類） 施設№ 施設名 所管課 
建築年度 
（西暦） 

延床面積 
（㎡） 

産業系施設 289 
会津若松市基幹集

落センター 
農政課 1989 902.52 

庁舎等 289.2 湊市民センター 
湊市民センタ

ー 
1989 94.19 

学校 

2120 
湊中学校 

※再掲 
教育総務課 1984 2,786.07 

2123 
湊小学校 

※再掲 
教育総務課 1998 4,145.17 

集会施設 2150 湊公民館 湊公民館 2000 548.75 

  施設総数 5 総延床面積 8,476.70 
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（施設・機能の配置図） 
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２ 再編プラン 

① 地域の 

現状・課題 

 ● 市の東部、猪苗代湖の西岸に位置し、夏は冷涼・冬は豪雪とな

る地域で、主要な産業である農業に従事する方や、市街地へ

通勤する方が多い地域です。 

● 人口減少や高齢者世帯の増加などが進んでおり、地域のコミ

ュニティ活動の維持が課題となっていることから、「住民みん

なが活躍するまちづくり」をテーマに、地域住民主体のＮＰＯ

法人「みんなと湊まちづくりネットワーク」が設立され、住民

主体のまちづくりに精力的に取り組んでいます。 

● 公民館や基幹集落センターなど、類似した用途の施設が隣接

していることから、将来に向けた地域の活動拠点のあり方や、

地域の課題解決・活性化につながる施設等の利活用の推進、効

率的な管理運営方法等について、地域の方々とともに検討を進

める必要があります。 

② 事業の 

実施方針 

●  地域の課題解決に向けた地区計画である「湊地区地域づくり

ビジョン」に基づき、市と「みんなと湊まちづくりネットワー

ク」をはじめとした地域組織との協働により取組を推進してい

きます。 

● 基幹集落センターや公民館、学校等の施設を中心に地域の公

共施設等の多機能化や有効活用を進め、多世代交流や地域活性

化、利便性の向上などの地域課題の解決につなげていきます。 

● また、公共施設に加え、空き家や湖水浴場、公園など、様々

な地域資源を活かしながら住民が集い、活動できる交流の場を

広げ、魅力あふれる地域づくりを進めていきます。 

③ 事業の概要 

● 基幹集落センターや公民館等の施設の利活用を進めながら、

将来の地域の拠点施設のあり方について、住民の方々とともに

検討を進めていきます。 

● 小中学校については、予防型の維持保全による長寿命化を図

ることとし、基幹集落センター・公民館等の施設については、

将来のあり方が決まるまでの間、事後保全により必要な機能・

安全性を維持していきます。 

● 施設の活用や管理運営、整備等にあたっては、PPP/PFI 手法

の導入を検討し、民間事業者や地域組織等との協働による効率

的で効果的な公共施設サービスの提供を進めていきます。 
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２ 再編プラン 

④ 官民連携手法

の導入予定 

（PPP/PFI 等） 

 

方針 考え方 

導入検討 

  民間事業者や地域組織との協働など、官民連携による

施設の整備や維持管理方法についても検討を進め、業

務の効率化や利便性の向上等につなげていきます。 

 ⑤ 事業の実施予定  
   ※実施予定は、検討の状況や財政状況等により変わる場合があります。 

年度 取組内容 

Ｒ４ 
・公民館や基幹集落センター等の地域の施設の有効活用の推進 

・将来の地域の公共施設等のあり方の検討 

Ｒ５   ↓ 

Ｒ６   ↓ 

Ｒ７   ↓ 

Ｒ８   ↓ 

３ 再編プランを踏まえた個別施設の整備計画 

施設名 整備方針 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

会津若松市基幹集

落センター 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

湊市民センター 事後保全 
劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

湊中学校 

※再掲 
計画保全 
(長寿命化) 

  改修検討 → → 

湊小学校 

 ※再掲 

計画保全 
(長寿命化) 

   改修検討 改修検討 

湊公民館 事後保全 
劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

 ※当該整備計画は策定時点の予定です。 

今後の事業の進捗状況や財政状況等により変わる場合があります。 
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（2） 検討段階の事業 

 

 

番号 事業名 ページ 

地検－１ 行仁地区公共施設活用推進事業 101 

地検－２ 鶴城地区公共施設活用推進事業 105 

地検－３ 謹教地区公共施設活用推進事業 109 

地検－４ 城北地区公共施設活用推進事業 113 

地検－５ 日新地区公共施設活用推進事業 117 

地検－６ 城西地区公共施設活用推進事業 121 

地検－７ 北公民館・神指分館地区公共施設活用推進事業 125 

地検－８ 南公民館区公共施設活用推進事業 129 

地検－９ 大戸公民館区公共施設活用推進事業 135 

地検－10 東公民館区公共施設活用推進事業 139 

地検－11 一箕公民館区公共施設活用推進事業 143 
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事業№ 地検-１ 事業名 行仁地区公共施設活用推進事業 

公民館区 中央 小学校区 行仁 

事業種別 検討 所管部局 

企画政策部 

市民部 

健康福祉部 

教育委員会 

関連する個別計画 ― 

 

１ 対象用途及び施設 

用途名（中分類） 施設№ 施設名 所管課 
建築年度 
（西暦） 

延床面積 
（㎡） 

集会施設 224 
行仁コミュニティ

センター 
環境生活課 1982 584.79 

学校 

2093 
行仁小学校 

 保全計画再掲 
教育総務課 1963 4,532.90 

2114 
第一中学校 

※再掲 
教育総務課 1979 7,048.60 

  施設総数 3 総延床面積 10,235.38 
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（施設・機能の配置図） 
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２ 再編プラン 

① 地域の 

現状・課題 

 ● 市の中心市街地に位置し、庁舎や會津稽古堂などの行政施設か

らも近く、商店や飲食店、病院などの民間施設も立地してい

るなど良好な住環境や自然環境に恵まれた地区です。 

● 人口減少や高齢者世帯の増加などが進んでおり、地域のコミ

ュニティ活動の維持が課題となっているほか、道路が狭く一方

通行が多い、除雪が不十分な箇所がある、公共交通が不便とい

った道路環境・アクセス面での課題も挙げられています。 

● 行仁小学校の改築にあたり、地域の公共施設のあり方につい

て検討を行い、コミュニティセンターに複合化されていたこど

もクラブ機能を学校へ機能移転し整備することとしました。 

また、行仁町児童センターについても西七日町児童館へ集約し

たことから、コミュニティセンターを地域の活動拠点としてよ

り一層の活用を進めていく必要があります。 

② 事業の 

実施方針 

● 施設の再編や活用の前提となる地域の将来像について、未来

を担う子どもたちを含め、地域全体で検討していきます。 

● 学校やコミュニティセンター等の公共施設を地域活動や住民

の交流等の場として有効活用しながら、既存の町内会活動や各

種団体の活動、お祭り・イベントなどの取組を継続するととも

に、市と住民との協働により、担い手の育成や若者の定着、高

齢者の見守り、除排雪の取組等の地域の支えあい活動の充実な

ど、地域活性化や交流促進に向けた取組を進めていきます。 

また、他の地区と情報共有を進めながら、共通する課題や活

動について協力して取組むなど、地域間の連携や結びつきを強

化していきます。 

● 公共施設に加え、空き家や空き店舗、地域の集会所など、

様々な地域資源を活かしながら住民が集える交流の場を広げ、

老若男女みんなで支えあう地域づくりを進めていきます。 

③ 事業の概要 

● コミュニティセンターの改修やレイアウト変更などにより、

地域の方々が活動しやすい施設として有効活用します。 

● コミュニティセンターや学校等の地域の施設を有効活用し、

高齢者の交流活動や多世代交流、地域防災の取組など、地域福

祉の向上や活性化につながる活動を市や関係機関、住民組織等

が連携して推進していきます。 

● 地域の拠点施設である行仁小学校については、予防型の維持

保全による長寿命化を図ることとし、コミュニティセンターに

ついては事後保全による機能・安全性の維持を行いながら活用

を進め、大規模改修等が必要となった際には改めて施設のあり

方について地域の方々とともに検討します。 
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２ 再編プラン 

④ 官民連携手法

の導入予定 

（PPP/PFI 等） 

 

方針 考え方 

導入検討 

 ・コミュニティセンターについては指定管理者との協

働により、よりよい管理運営を進めていきます。 

・学校施設全体のあり方の中で包括的業務委託など、

施設のより効率的な維持管理の方法等について検討し

ていきます。 

 ⑤ 事業の実施予定  
   ※実施予定は、検討の状況や財政状況等により変わる場合があります。 

年度 取組内容 

Ｒ４ 
地域づくりの取組と合わせ、行仁コミュニティセンターなど地域

の施設や資源を活用した取組を推進 

Ｒ５    ↓ 

Ｒ６    ↓ 

Ｒ７    ↓ 

Ｒ８    ↓ 

３ 再編プランを踏まえた個別施設の整備計画 

施設名 整備方針 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

行仁コミュニティ

センター 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

行仁小学校 

保全計画再掲 

計画保全 
(長寿命化) 

     

第一中学校 

※再掲 
計画保全 
(長寿命化) 

改修検討 → → → → 

 ※当該整備計画は策定時点の予定です。 

今後の事業の進捗状況や財政状況等により変わる場合があります。 
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事業№ 地検-２ 事業名 鶴城地区公共施設活用推進事業 

公民館区 中央 小学校区 鶴城 

事業種別 検討 所管部局 

企画政策部 

市民部 

健康福祉部 

教育委員会 

関連する個別計画  

 

１ 対象用途及び施設 

用途名（中分類） 施設№ 施設名 所管課 
建築年度 
（西暦） 

延床面積 
（㎡） 

学校 

2091 
鶴城小学校 

※再掲 
教育総務課 2015 7,598.11 

2115 
第二中学校 

 ※再掲 
教育総務課 1990 9,151.40 

集会施設 5327 
鶴城コミュニティ

センター 
環境生活課 2007 450.33 

  施設総数 3 総延床面積 17,199.84 
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（施設・機能の配置図） 
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２ 再編プラン 

① 地域の 

現状・課題 

 ● 市の中心市街地に位置し、庁舎や會津稽古堂などの行政施設か

らも近く、また鶴ケ城や湯川、御薬園などの歴史・文化・自

然資源に恵まれた特色ある地域です。 

● 近年、鶴城小学校の建替え、城前団地やＩＣＴオフィスの整

備、県立病院跡地の取得に向けた検討など、様々な事業が進め

られており、新たな地域資源を活用したまちづくりが必要とな

っています。 

● 人口減少や少子化、高齢者世帯の増加などの進展により、地

域のコミュニティ活動の維持のほか、道路が狭く一方通行が多

い、除雪が不十分な箇所がある、空き家の増加といった様々な

地域課題の解決が必要となっています。 

② 事業の 

実施方針 

● 施設の再編や活用の前提となる地域の将来像について、未来

を担う子どもたちを含め、地域全体で検討を進めていきます。 

● 学校やコミュニティセンター等の公共施設を有効活用しなが

ら、既存の町内会活動や各種団体の活動、お祭り・イベントな

どの取組を継続するとともに、市と住民との協働により、若者

世代の地域活動への参画の促進やＩＣＴ活用による地域課題の

解決など、特色ある取組を進め、魅力あふれる地域づくりにつ

なげていきます。 

● また、公共施設に加え、空き家や空き店舗、地域の集会所な

ど、様々な地域資源を活かしながら住民が集える交流の場を広

げ、住民・行政・企業等のつながりが強い地域づくりを進めて

いきます。 

③ 事業の概要 

● コミュニティセンターや学校、空き家など、地域の施設を有

効活用し、高齢者の交流活動や多世代交流、地域防災の取組な

ど、地域福祉の向上や活性化につながる活動を市や関係機関等

と連携して推進していきます。 

  また、他の地区と情報共有を進めながら、共通する課題や活

動について協力して取組むなど、地域間の連携や結びつきを強

化していきます。 

● ＩＣＴオフィス等、地域の特色を生かし、民間事業者や学生

等と連携したデータやテクノロジーを活用した地域課題の解決

や地域活性化等の可能性について、市と住民との協働による検

討を進めていきます。 

● 地域の拠点施設である小中学校については、予防型の維持保

全による長寿命化を図ることとし、コミュニティセンターにつ

いては事後保全による機能・安全性の維持を行いながら活用を

進め、大規模改修等が必要となった際には改めて施設のあり方

について地域の方々とともに検討します。 



 

108 

２ 再編プラン 

④ 官民連携手法

の導入予定 

（PPP/PFI 等） 

 

方針 考え方 

導入検討 

 ・コミュニティセンターについては指定管理者との協

働により、よりよい管理運営を進めていきます。 

・学校施設全体のあり方の中で包括的業務委託など、

施設のより効率的な維持管理方法等について検討して

いきます。 

 ⑤ 事業の実施予定  
   ※実施予定は、検討の状況や財政状況等により変わる場合があります。 

年度 取組内容 

Ｒ３ 
地域づくりの取組と合わせ、鶴城コミュニティセンターなど地域

の施設や資源を活用した取組を検討 

Ｒ４ ↓ 

Ｒ５ ↓ 

Ｒ６ ↓ 

Ｒ７ ↓ 

Ｒ８ ↓ 

３ 再編プランを踏まえた個別施設の整備計画 

施設名 整備方針 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

鶴城小学校 

※再掲 
計画保全 
(長寿命化) 

→ → → → → 

第二中学校 

 ※再掲 
計画保全 
(長寿命化) 

→ 改修検討 → → → 

鶴城コミュニティ

センター 
事後保全 

劣化状況 

に応じ修繕 
→ → → → 

 ※当該整備計画は策定時点の予定です。 

今後の事業の進捗状況や財政状況等により変わる場合があります。 

また、詳細な事業計画については、施設ごとに基本構想や基本計画等において示します。 
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事業№ 地検-３ 事業名 謹教地区公共施設活用推進事業 

公民館区 中央 小学校区 謹教 

事業種別 検討 主な施設所管課 

企画政策部 

市民部 

健康福祉部 

教育委員会 

関連する個別計画 ― 

 

１ 対象用途及び施設 

用途名（中分類） 施設№ 施設名 所管課 
建築年度 
（西暦） 

延床面積 
（㎡） 

学校 

2095 
謹教小学校 

※再掲 
教育総務課 1987 7,101.64 

2116 
第三中学校 

※再掲 
教育総務課 1986 7,575.02 

集会施設 5991 
謹教コミュニティ

センター 
環境生活課 1999 1,055.48 

  施設総数 3 総延床面積 15,732.14 

（機能・施設の配置図） 
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２ 再編プラン 

① 地域の 

現状・課題 

 ● 市の中心市街地に位置し、庁舎や會津稽古堂、夜間急病センタ

ーなどの公共施設をはじめ、商店等も多く立地するなど、住み

やすい地域です。 

● 鶴ケ城や天文台跡など、歴史・文化的な資源も多く、地域住

民だけでなく、買い物や仕事、観光など、日常的に様々な方の

往来があります。 

● 人口減少や少子化、高齢者世帯の増加などの進展により、地

域のコミュニティ活動の維持のほか、町内会のエリアが広い、

道路が狭く一方通行が多い、除排雪が困難な箇所があるといっ

た様々な地域課題の解決が必要となっています。 

② 事業の 

実施方針 

● 施設の再編や活用の前提となる地域の将来像について、未来

を担う子どもたちを含め、地域全体で検討していきます。 

● 学校やコミュニティセンター等の公共施設を有効活用しなが

ら、既存の町内会活動や各種団体の活動、お祭り・イベントな

どの取組を継続するとともに、市と住民との協働により、若者

世代の地域活動への参画の促進や多世代共創による地域課題の

解決などの取組を進め、魅力あふれる地域づくりにつなげてい

きます。 

● また、公共施設に加え、空き家や地域の集会所、史跡など、

様々な地域資源を活かしながら住民が集える交流の場を広げ、

地域の横のつながりを大切にした、参画と協働による地域づく

りを進めます。 

③ 事業の概要 

● より多くの地域の方々の意見やアイディアを生かしながら、

市や関係機関等との協働により、コミュニティセンターや学

校、空き家などの施設・資源を有効活用し、地域のつながりや

高齢者の健康増進などにつながる活動を推進していきます。 

また、他の地区と情報共有を進めながら、共通する課題や活

動について協力して取組むなど、地域間の連携や結びつきを強

化していきます。 

● 地域の実態に合わせた、よりよい組織体制や区割り、活動の

あり方などについて、住民全体での検討を進め、将来の地域の

姿を形づくっていきます。 

● 地域の拠点施設である小中学校については、予防型の維持保

全による長寿命化を図ることとし、コミュニティセンターにつ

いては事後保全による機能・安全性の維持を行いながら活用を

進め、大規模改修等が必要となった際には改めて施設のあり方

について地域の方々とともに検討します。 
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２ 再編プラン 

④ 官民連携手法

の導入予定 

（PPP/PFI 等） 

 

方針 考え方 

導入検討 

 ・コミュニティセンターについては指定管理者との協

働により、よりよい管理運営を進めていきます。 

・学校施設全体のあり方の中で包括的業務委託など、

施設のより効率的な維持管理方法等について検討して

いきます。 

 ⑤ 事業の実施予定  
   ※実施予定は、検討の状況や財政状況等により変わる場合があります。 

年度 取組内容 

Ｒ４ 
地域づくりの取組と合わせ、謹教コミュニティセンターなど地域

の施設や資源を活用した取組を検討 

Ｒ５    ↓ 

Ｒ６    ↓ 

Ｒ７    ↓ 

Ｒ８    ↓ 

３ 再編プランを踏まえた個別施設の整備計画 

施設名 整備方針 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

謹教小学校 

※再掲 
計画保全 
(長寿命化) 

  改修検討 → 改修検討 

第三中学校 

※再掲 
計画保全 
(長寿命化) 

 改修検討 → →  

謹教コミュニティ

センター 
事後保全 → → → → → 

 ※当該整備計画は策定時点の予定です。 

今後の事業の進捗状況や財政状況等により変わる場合があります。 
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事業№ 地検-４ 事業名 城北地区公共施設活用推進事業 

公民館区 中央 小学校区 城北 

事業種別 検討 主な施設所管課 

企画政策部 

市民部 

健康福祉部 

教育委員会 

関連する個別計画  

 

１ 対象用途及び施設 

用途名（中分類） 施設№ 施設名 所管課 
建築年度 
（西暦） 

延床面積 
（㎡） 

集会施設 226 
城北コミュニティ

センター 
環境生活課 1988 493.24 

学校 2092 
城北小学校 

 ※再掲 
教育総務課 1971 5,566.67 

  施設総数 2 総延床面積 6,059.91 

（施設・機能の配置図） 
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２ 再編プラン 

① 地域の 

現状・課題 

● 市の中心市街地に位置し、まちの玄関口である会津若松駅をは

じめ、宿泊施設や商店、飲食店等が多く立地するほか、寺社をは

じめとした歴史的資源も多く、地域住民だけでなく、買い物や観

光など、様々な方にとって魅力あふれる地域です。 

● 住民・事業者・市の協働によるコミュニティバスの取組や町内

会・育成会・老人会等地域の団体を中心に、住民同士の声掛けや

活発な活動が進められている一方、人口減少や少子化、高齢者世

帯の増加などにより子ども会活動の衰退や担い手の確保など、将

来の地域のコミュニティのあり方が課題となっています。 

● 空き家の増加や交通渋滞の緩和に加え、以前から、駅前整備、

溢水・除排雪対策といったインフラ整備が求められています。 

② 事業の 

実施方針 

● 施設の再編や活用の前提となる地域の将来像について、未来を

担う子どもたちを含め、地域全体で検討していきます。 

● 学校やコミュニティセンター等の公共施設を有効活用しなが

ら、既存の町内会活動や各種団体の活動、お祭り・イベントな

どの取組を継続するとともに、新たな地域の担い手であるこど

も・子育て世代の居場所づくりなどにつなげ、多世代共創によ

る魅力あふれる地域づくりにつなげていきます。 

● また、公共施設に加え、空き家や地域の集会所、史跡など、

様々な地域資源を活かしながら地域の魅力を市内外の多くの

方々に伝え、交流人口の増加や賑わいの創出につなげていきま

す。 

③ 事業の概要 

● 地域の団体との協働により、地域内交通などの既存の取組を充

実させるとともに、コミュニティセンターや学校、空き家、史

跡などの施設・資源を有効活用し、子育て世代の居場所づくり

や地域の魅力のＰＲ、高齢者の福祉増進などにつながる様々な

活動を推進していきます。 

また、他の地区と情報共有を進めながら、共通する課題や活動

について協力して取組むなど、地域間の連携や結びつきを強化し

ていきます。 

● 地域の実態に合わせた、よりよい組織体制や活動のあり方、担

い手の育成方法などについて、住民全体での検討を進め、将来

の地域の姿を形づくっていきます。 

● 地域の拠点施設である学校については、予防型の維持保全によ

る長寿命化を図ることとし、コミュニティセンターについては

事後保全による機能・安全性の維持を行いながら活用を進め、

大規模改修等が必要となった際には改めて施設のあり方につい

て地域の方々とともに検討します。 
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２ 再編プラン 

④ 官民連携手法

の導入予定 

（PPP/PFI 等） 

 

方針 考え方 

導入検討 

 ・コミュニティセンターについては指定管理者との協働

により、よりよい管理運営を進めていきます。 

・学校施設全体のあり方の中で包括的業務委託など、

施設のより効率的な維持管理方法等について検討して

いきます。 

 ⑤ 事業の実施予定  
   ※実施予定は、検討の状況や財政状況等により変わる場合があります。 

年度 取組内容 

Ｒ４ 
地域づくりの取組と合わせ、城北コミュニティセンターなど地域の

施設や資源を活用した取組を検討 

Ｒ５    ↓ 

Ｒ６    ↓ 

Ｒ７    ↓ 

Ｒ８    ↓ 

３ 再編プランを踏まえた個別施設の整備計画 

施設名 整備方針 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

城北コミュニティ

センター 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

城北小学校 

 ※再掲 
計画保全 
(長寿命化) 

→ 改修検討 → 改修検討 → 

 ※当該整備計画は策定時点の予定です。 

今後の事業の進捗状況や財政状況等により変わる場合があります。 
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事業№ 地検-５ 事業名 日新地区公共施設活用推進事業 

公民館区 中央 小学校区 日新 

事業種別 検討 所管部局 

企画政策部 

市民部 

健康福祉部 

教育委員会 学校教育課 

関連する個別計画  

 

１ 対象用途及び施設 

用途名（中分類） 施設№ 施設名 所管課 
建築年度 
（西暦） 

延床面積 
（㎡） 

集会施設 225 
日新コミュニティ

センター 
環境生活課 1985 449.16 

学校 2096 
日新小学校 

 ※再掲 
教育総務課 1989 6,991.64 

  施設総数 2 総延床面積 7,440.80 

（施設・機能の配置図） 
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２ 再編プラン 

① 地域の 

現状・課題 

 ● 市の中心市街地に位置し、七日町通りや本町通りといった商店

街や寺社等の史跡などの歴史的な資源が多く、本市の城下町の

「顔」として、地域住民だけでなく、市民・観光客など、多く

の方々に親しまれている地域です。 

● 商店街を中心とした地域活性化の取組や祭礼の実施、町内会

等による防災、防犯、見守り活動など、古くから住民や地域の

事業者等が主体となったまちづくりが進められている一方、人

口減少や少子化、高齢者世帯の増加などにより地域活動の衰退

や担い手不足など、将来の地域のコミュニティのあり方が課題

となっています。 

● 空き家、空き店舗の増加や公共交通の充実、除排雪対策とい

ったインフラ整備が求められています。 

② 事業の 

実施方針 

● 施設の再編や活用の前提となる地域の将来像について、未来

を担う子どもたちを含め、地域全体で検討していきます。 

● 学校やコミュニティセンター等の公共施設を有効活用しなが

ら、既存の町内会活動や各種団体の活動、お祭り・イベントな

どの取組を継続するとともに、こども・子育て世代を巻き込ん

だ活動など新たな取組を進め、多世代がつながり、活気にあふ

れる地域づくりにつなげていきます。 

● また、公共施設に加え、空き家や商店街、史跡など、様々な

地域資源を活かしながら住民が集える交流の場を広げ、交流人

口の増加や賑わいづくりにつなげます。 

③ 事業の概要 

● 地域の団体等との協働により、コミュニティセンターや学

校、空き家、商店、史跡などの施設・資源を有効活用し、地域

課題の解決や地域の産業の活性化につながる様々な活動を推進

していきます。 

また、他の地区と情報共有を進めながら、共通する課題や活

動について協力して取組むなど、地域間の連携や結びつきを強

化していきます。 

● 地域の実態に合わせた、よりよい組織体制や活動のあり方、

担い手の育成方法などについて、住民全体での検討を進め、将

来の地域の姿を形づくっていきます。 

● 地域の拠点施設である日新小学校については、予防型の維持

保全による長寿命化を図ることとし、コミュニティセンターに

ついては事後保全による機能・安全性の維持を行いながら活用

を進め、大規模改修等が必要となった際には改めて施設のあり

方について地域の方々とともに検討します。 
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２ 再編プラン 

④ 官民連携手法

の導入予定 

（PPP/PFI 等） 

 

方針 考え方 

導入検討 

 ・コミュニティセンターについては指定管理者との協

働により、よりよい管理運営を進めていきます。 

・学校施設全体のあり方の中で包括的業務委託など、

施設のより効率的な維持管理方法等について検討して

いきます。 

 ⑤ 事業の実施予定  
   ※実施予定は、検討の状況や財政状況等により変わる場合があります。 

年度 取組内容 

Ｒ４ 
地域づくりの取組と合わせ、日新コミュニティセンターなど地域

の施設や資源を活用した取組を検討 

Ｒ５    ↓ 

Ｒ６    ↓ 

Ｒ７    ↓ 

Ｒ８    ↓ 

３ 再編プランを踏まえた個別施設の整備計画 

施設名 整備方針 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

日新コミュニティ

センター 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

日新小学校 

 ※再掲 
計画保全 
(長寿命化) 

  改修検討 改修検討 → 

 ※当該整備計画は策定時点の予定です。 

今後の事業の進捗状況や財政状況等により変わる場合があります。 
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事業№ 地検-６ 事業名 城西地区公共施設活用推進事業 

公民館区 中央 小学校区 城西 

事業種別 検討 所管部局 

企画政策部 

市民部 

健康福祉部 

教育委員会 

関連する個別計画 ― 

 

１ 対象用途及び施設 

用途名（中分類） 施設№ 施設名 所管課 
建築年度 
（西暦） 

延床面積 
（㎡） 

集会施設 227 
城西コミュニティ

センター 
環境生活課 1989 498.44 

学校 2094 
城西小学校 

 ※再掲 
教育総務課 1958 6,794.72 

  施設総数 3 総延床面積 7,293.16 

（施設・機能の配置図） 
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２ 再編プラン 

① 地域の 

現状・課題 

 ● 西若松駅を中心とした市街地が形成され、西側には農地が、阿

賀川沿いには工業団地が形成された、自然環境と居住環境、産業

との調和のとれた住みやすい地域です。 

● 地域活動が盛んでイベントやクラブ活動、子どもと高齢者の交

流事業、高齢者への声掛け運動などが行われている一方、人口減

少や少子化、高齢者世帯の増加など見据え、将来の地域のコミュ

ニティのあり方や担い手の育成などを検討する必要があります。 

● 阿賀川や田園風景、ホタルなどの自然資源をはじめ、寺社等の

歴史・観光資源、西若松駅などの公共資源等を有効活用し、農業

のブランド化や付加価値の高い地場産業の育成、地域のコミュニ

ティ活動や交流促進など、活力ある地域づくりを進める必要があ

ります。 

② 事業の 

実施方針 

● 施設の再編や活用の前提となる地域の将来像について、未来を

担う子どもたちを含め、地域全体で検討していきます。 

●  学校やコミュニティセンター等の公共施設を有効活用しなが

ら、既存の町内会活動や各種団体の活動、お祭り・イベントな

どの取組を継続するとともに、産業の活性化や防災、コミュニ

ティの活性化等につながる様々な取組を進めていきます。 

● 住民・地域の事業者等との協働により、西若松駅や阿賀川など

の地域資源を生かし、地域内外の様々な方が楽しく集える場を

創出し、交流人口の増加や賑わいづくりにつなげていきます。 

③ 事業の概要 

● 地域の団体や事業者等との協働により、コミュニティセンター

や学校、駅、阿賀川などの施設・資源を有効活用し、地域課題

の解決や地域の産業の活性化等につながる様々な活動を推進し

ていきます。 

また、他の地区と情報共有を進めながら、共通する課題や活動

について協力して取組むなど、地域間の連携や結びつきを強化し

ていきます。 

● 地域の実態に合わせた、よりよい組織体制や活動のあり方、担

い手の育成方法などについて、住民全体での検討を進め、将来

の地域の姿を形づくっていきます。 

● 地域の拠点施設である城西小学校については、予防型の維持保

全による長寿命化を図ることとし、コミュニティセンターは事

後保全による機能・安全性の維持を行いながら活用を進め、大

規模改修等が必要となった際には改めて施設のあり方について

地域の方々とともに検討します。 

  また、老朽化が進んでいる材木町児童館については、地域の

方々と将来の機能のあり方について検討を進めます。 
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２ 再編プラン 

④ 官民連携手法

の導入予定 

（PPP/PFI 等） 

 

方針 考え方 

導入検討 

 ・コミュニティセンターについては指定管理者との協働

により、よりよい管理運営を進めていきます。 

・学校施設全体のあり方の中で包括的業務委託など、施

設のより効率的な維持管理方法等について検討してい

きます。 

 ⑤ 事業の実施予定  
   ※実施予定は、検討の状況や財政状況等により変わる場合があります。 

年度 取組内容 

Ｒ４ 
地域づくりの取組と合わせ、城西コミュニティセンターなど地域の

施設や資源を活用した取組を検討 

Ｒ５    ↓ 

Ｒ６    ↓ 

Ｒ７    ↓ 

Ｒ８    ↓ 

３ 再編プランを踏まえた個別施設の整備計画 

施設名 整備方針 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

城西コミュニティ

センター 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

城西小学校 

 ※再掲 
計画保全 
(長寿命化) 

改修検討 → → → → 

 ※当該整備計画は策定時点の予定です。 

今後の事業の進捗状況や財政状況等により変わる場合があります。 
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125 

事業№ 地検-７ 事業名 北公民館・神指分館地区公共施設活用推進事業 

公民館区 北・神指 小学校区 神指・永和 

事業種別 検討 所管部局 

企画政策部 

市民部 

健康福祉部 

教育委員会 

関連する個別計画 － 

 

１ 対象用途及び施設 

用途名（中分類） 施設№ 施設名 所管課 
建築年度 
（西暦） 

延床面積 
（㎡） 

学校 

2099 
永和小学校 

 ※再掲 
教育総務課 1993 3,518.19 

2100 
神指小学校 

※再掲 
教育総務課 1981 4,177.47 

2119 
第六中学校 

※再掲 
教育総務課 1977 3,666.93 

集会施設 

2144 
中央公民館神指分

館 

生涯学習総合

センター 
1976 290.24 

2145 北公民館 北公民館 1979 884.04 

庁舎等 2145.2 北市民センター 
北市民センタ

ー 
1979 23.44 

  施設総数 7 総延床面積 12,560.31 
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（施設・機能の配置図） 
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２ 再編プラン 

① 地域の 

現状・課題 

 ● 磐梯山の麓、中心市街地の北西部に位置し、神指城などの史跡

や広大な農地など歴史・自然資源に恵まれています。また、磐

越自動車道会津若松ＩＣ周辺に物流団地が整備され、国道49号

線沿いに商業施設が立地するなど、農業と商業、住環境との調

和のとれた地域です。 

● 町内会や敬老会等を中心に、清掃活動をはじめ、高齢者サロ

ンや見守り活動などが活発に行われている一方、人口減少や少

子化、高齢者世帯の増加などにより地域活動の衰退や担い手不

足など、将来の地域のコミュニティのあり方が課題となってお

り、近年、地域活性化に向けた組織づくりなども進められてい

ます。 

● 公共交通の充実、通学路の安全確保、道路等におけるごみの

散乱の解消などインフラの整備や環境の改善が求められていま

す。 

② 事業の 

実施方針 

● 施設の再編や活用の前提となる地域の将来像について、未来

を担う子どもたちを含め、地域全体で検討していきます。 

● 公民館及び分館、学校等の公共施設を有効活用しながら、既

存の町内会活動や各種団体の活動、お祭り・イベントなどの取

組を継続するとともに、こども・子育て世代を巻き込んだ活動

など新たな取組を進め、住民参加型で開かれた地域づくりを進

めていきます。 

● 住民・農家、地域の事業者との協働により、商業施設や史

跡、公園等様々な地域資源を活用し、歴史や文化を継承し、新

たな地域ブランドの開発、地域の魅力発信などにより、交流人

口の増加や賑わいづくりにつなげます。 

③ 事業の概要 

● 地域の団体等との協働により、公民館や学校、公園、史跡等

の施設・資源を有効活用し、地域課題の解決や地域の産業の活

性化につながる様々な活動を推進していきます。 

また、他の地区と情報共有を進めながら、共通する課題や活

動について協力して取組むなど、地域間の連携や結びつきを強

化していきます。 

● 地域の実態に合わせた、よりよい組織体制や活動のあり方、

担い手の育成方法などについて、住民全体での検討を進め、将

来の地域の姿を形づくっていきます。 

● 地域の拠点である小中学校については、予防型の維持保全に

よる長寿命化を図ることとし、公民館及び分館については事後

保全による機能・安全性の維持を行いながら活用を進め、大規

模改修等が必要となった際には改めて施設のあり方について地

域の方々とともに検討します。 
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２ 再編プラン 

④ 官民連携手法

の導入予定 

（PPP/PFI 等） 

 

方針 考え方 

導入検討 

  学校施設を含め、包括的業務委託など官民連携手法の

導入のあり方について検討し、より効率的な維持管

理・活用方法等につなげていきます。 

 ⑤ 事業の実施予定  
   ※実施予定は、検討の状況や財政状況等により変わる場合があります。 

年度 取組内容 

Ｒ４ 
地域づくりの取組と合わせ、公民館及び分館など地域の施設や資

源を活用した取組を検討 

Ｒ５     ↓ 

Ｒ６     ↓ 

Ｒ７     ↓ 

Ｒ８     ↓ 

３ 再編プランを踏まえた個別施設の整備計画 

施設名 整備方針 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

永和小学校 

※再掲 

計画保全 
(長寿命化) 

改修検討 → → 改修検討 → 

神指小学校 

※再掲 
計画保全 
(長寿命化) 

  改修検討 → 改修検討 

第六中学校 

※再掲 
計画保全 
(長寿命化) 

改修検討 → →   

中央公民館神指分

館 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

北公民館 事後保全 
劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

北市民センター 事後保全 
劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

 ※当該整備計画は策定時点の予定です。 

今後の事業の進捗状況や財政状況等により変わる場合があります。 
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事業№ 地検-８ 事業名 南公民館区公共施設活用推進事業 

公民館区 南 小学校区 門田・小金井・城南 

事業種別 検討 主な施設所管課 

企画政策部 

市民部 

健康福祉部 

教育委員会 

関連する個別計画 － 

 

１ 対象用途及び施設 

用途名（中分類） 施設№ 施設名 所管課 
建築年度 
（西暦） 

延床面積 
（㎡） 

学校 

2101 
門田小学校 

※再掲 
教育総務課 1978 8,422.90 

2102 
城南小学校 

※再掲 
教育総務課 1988 6117 

2105 
小金井小学校 

※再掲 
教育総務課 2002 7,521.61 

2117 
第四中学校 

※再掲 
教育総務課 1983 7,426.08 

2118 
第五中学校 

※再掲 
教育総務課 1973 6,768.07 

集会施設 

2146 南公民館 南公民館 1980 997.93 

5892 
城南コミュニティ

センター 
環境生活課 2008 454.01 

庁舎等 2146.2 南市民センター 
南市民センタ

ー 
1980 29.03 

  施設総数 8 総延床面積 37,736.63 
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（施設・機能の配置図） 
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２ 再編プラン 

① 地域の 

現状・課題 

 ● 市街地の辺縁部に位置し、住宅地、工業地、農地、丘陵地によ

り構成され、柿畑などの果樹園を含む豊かな田園や渓流・山岳

などの自然資源と住宅や工業地帯といった生活空間との調和が

とれた自然を身近に感じられる地域です。 

● 地域活動が活発で、放課後こども教室を通じた子どもの見守

りや世代間交流の取組、高齢者の生活支援、運動会等のイベン

トなどが行われている一方、人口減少や少子化、高齢者世帯の

増加などにより地域活動の衰退や担い手不足、農業など地域の

産業の衰退など、将来の地域や産業のあり方が課題となってい

ます。 

● 公共交通の充実や除排雪の円滑化、あいづ総合運動公園の機

能の充実や有効活用などインフラの整備、活用が求められてい

ます。 

② 事業の 

実施方針 

● 施設の再編や活用の前提となる地域の将来像について、未来

を担う子どもたちを含め、地域全体で検討していきます。 

● 学校や公民館、コミュニティセンター等の公共施設を有効活

用しながら、既存の町内会活動や各種団体の活動、あいさつ運

動、お祭りなどの取組を継続するとともに、こども・子育て世

代を巻き込んだ活動などを進め、地域の絆づくりや郷土愛の醸

成などにつなげていきます。 

● 住民・農家、地域の事業者との協働により、地域や地場産業

を支えるコーディネーターや人材の育成、農業体験や昔の遊び

体験などを通じた産業や伝統の継承、地域全体での子育て支

援、空き家の有効活用など様々な取組により魅力あふれる地域

づくりを進めます。 

③ 事業の概要 

● 地域の団体との協働により、公民館やコミュニティセンター

学校、空き家等の施設・資源を有効活用し、地域課題の解決や

地域の産業の活性化につながる様々な活動を推進していきま

す。 

また、他の地区と情報共有を進めながら、共通する課題や活

動について協力して取組むなど、地域間の連携や結びつきを強

化していきます。 

● 地域の実態に合わせた、よりよい組織体制や活動のあり方、

担い手の育成方法などについて、住民全体での検討を進め、将

来の地域の姿を形づくっていきます。 

● 地域の拠点である小中学校については、予防型の維持保全に

よる長寿命化を図ることとし、公民館及びコミュニティセンタ

ーについては事後保全による機能・安全性の維持を行いながら

活用を進め、大規模改修等が必要となった際には改めて施設の

あり方について地域の方々とともに検討します。 
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２ 再編プラン 

④ 官民連携手法

の導入予定 

（PPP/PFI 等） 

 

方針 考え方 

導入検討 

 ・コミュニティセンターについては指定管理者との協

働により、よりよい管理運営を進めていきます。 

・学校施設全体のあり方の中で包括的業務委託など、

施設のより効率的な維持管理方法等について検討して

いきます。 

 ⑤ 事業の実施予定  
   ※実施予定は、検討の状況や財政状況等により変わる場合があります。 

年度 取組内容 

Ｒ４ 
地域づくりの取組と合わせ、公民館など地域の施設や資源を活用

した取組を検討 

Ｒ５     ↓ 

Ｒ６     ↓ 

Ｒ７     ↓ 

Ｒ８     ↓ 
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３ 再編プランを踏まえた個別施設の整備計画 

施設名 整備方針 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

門田小学校 

※再掲 
計画保全 
(長寿命化) 

 改修検討 → 改修検討 → 

城南小学校 

※再掲 
計画保全 
(長寿命化) 

→ 改修検討 → → → 

小金井小学校 

※再掲 
計画保全 
(長寿命化) 

     

第四中学校 

※再掲 
計画保全 
(長寿命化) 

改修検討 → → → → 

第五中学校 

※再掲 
計画保全 
(長寿命化) 

改修検討 → → → → 

南公民館 事後保全 
劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

城南コミュニティ

センター 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

南市民センター 事後保全 
劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

 ※当該整備計画は策定時点の予定です。 

今後の事業の進捗状況や財政状況等により変わる場合があります。 
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事業№ 地検-９ 事業名 大戸公民館区公共施設活用推進事業 

公民館区 大戸 小学校区 大戸 

事業種別 検討 主な施設所管課 

企画政策部 

市民部 

健康福祉部 

教育委員会 

関連する個別計画 ― 

 

１ 対象用途及び施設 

用途名（中分類） 施設№ 施設名 所管課 
建築年度 
（西暦） 

延床面積 
（㎡） 

学校 

2103 大戸小学校 教育総務課 1994 4,144.39 

2122 大戸中学校 教育総務課 1985 3,133.00 

集会施設 2147 大戸公民館 大戸公民館 1984 971.68 

庁舎等 2147.2 大戸市民センター 
大戸市民セン

ター 
1984 35.7 

  施設総数 8 総延床面積 8,284.77 
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（施設・機能の配置図） 
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２ 再編プラン 

① 地域の 

現状・課題 

 ● 市の南西部に位置し、地域を南北に流れる阿賀川沿いに農地や

住宅地が形成されています。また、阿賀川の下流には会津の奥

座敷として有名な芦ノ牧温泉街があり、豊かな自然と観光資源

に恵まれ、多くの方が訪れる地域です。 

● 地域活動が活発で、地域内外の方が参加できるイベントの開

催や一人暮らしの高齢者の通院・買い物等の生活支援など、

様々な取組が行われているほか、人口減少や少子化、高齢者世

帯の増加などにより地域活動の衰退や担い手不足、農業など地

域の産業の衰退など、将来の地域課題の解決に向け、「大戸ま

ちづくり協議会」を中心とした住民主体の地域づくりが進めら

れています。 

② 事業の 

実施方針 

● 地域の課題解決に向けた地区計画である「大戸・地域づくり

ビジョン」に基づき、市と「大戸まちづくり協議会」との協働

により取組を推進していきます。 

● 学校・公民館を有効活用しながら、既存の町内会活動や各種

団体の活動、お祭り・イベントなどの取組を継続するととも

に、こども・子育て世代、大学生や地域外の方などを巻き込ん

だ活動などを進め、若者が住みやすく、活気あふれる地域につ

なげていきます。 

● 住民・農家、地域の事業者や大学等との協働により、森林資

源を活用した産業・教育の推進や観光振興、付加価値の高い地

場産業の育成などを進め、市民や観光客など多様な人々の交流

につなげていきます。 

③ 事業の概要 

● 「大戸・地域づくりビジョン」に基づき、地域課題の解決や

地域の産業の活性化につながる様々な活動を推進しながら、既

存の公共施設の有効活用や将来の活動拠点のあり方について検

討を進めます。 

また、他の地区と情報共有を進めながら、共通する課題や活

動について協力して取組むなど、地域同士の連携や結びつきを

強化していきます。 

● 地域の拠点である小中学校については、予防型の維持保全に

よる長寿命化を図ることとし、公民館等の施設については、将

来のあり方が決まるまでの間、事後保全により必要な機能・安

全性を維持していきます。 
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２ 再編プラン 

④ 官民連携手法

の導入予定 

（PPP/PFI 等） 

 

方針 考え方 

導入検討 

  指定管理や包括的業務委託、住民協働による管理運営

など、官民連携手法の導入可能性について検討を進

め、施設のより効率的・効果的な管理運営につなげて

いきます。 

 ⑤ 事業の実施予定  
   ※実施予定は、検討の状況や財政状況等により変わる場合があります。 

年度 取組内容 

Ｒ４ 
地域づくりの取組と合わせ、公民館や学校の有効活用・将来のあ

り方について検討 

Ｒ５    ↓ 

Ｒ６    ↓ 

Ｒ７    ↓ 

Ｒ８    ↓ 

３ 再編プランを踏まえた個別施設の整備計画 

施設名 整備方針 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

大戸小学校 
計画保全 
(長寿命化) 

   改修検討 → 

大戸中学校 
計画保全 
(長寿命化) 

   改修検討 → 

大戸公民館 事後保全 
劣化状況に

応じ修繕 
→ → → → 

大戸市民センター 事後保全 
劣化状況に

応じ修繕 
→ → → → 

 ※当該整備計画は策定時点の予定です。 

今後の事業の進捗状況や財政状況等により変わる場合があります。 
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事業№ 地検-10 事業名 東公民館区公共施設活用推進事業 

公民館区 東 小学校区 東山 

事業種別 検討 所管部局 

企画政策部 

市民部 

健康福祉部 

教育委員会 

関連する個別計画 ― 

 

１ 対象用途及び施設 

用途名（中分類） 施設№ 施設名 所管課 
建築年度 
（西暦） 

延床面積 
（㎡） 

学校 2104 
東山小学校 

※再掲 
教育総務課 1975 4,657.34 

集会施設 2149 東公民館 東公民館 1987 903.90 

庁舎等 2149.2 東市民センター 
東市民センタ

ー 
1987 26.00 

  施設総数 3 総延床面積 5,587.24 

（施設・機能の配置図） 

 

 

 

 

 

©Open Street Map contributors 
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２ 再編プラン 

① 地域の 

現状・課題 

 ● 本市の丘陵地域の中央を南北に流れる湯川沿いに位置し、歴史

情緒あふれる東山温泉をはじめ東山ダムや背炙山、院内御廟な

ど市内でも有数の自然・歴史・観光資源を有する住みやすく、

魅力的な地域です。 

● 地域活動が活発で、お祭りや環境美化、交通安全、防犯、地

域防災の取組など様々な取組が行われている一方、人口減少や

少子化、高齢者世帯の増加などにより活動の維持や担い手の確

保、観光業など地域の産業の活性化など、将来の地域や産業の

あり方が課題となっています。 

● 公民館等の既存施設の利活用に加え、自然災害への対策の強

化や温泉街の景観や地域の史跡の維持管理、公共交通や除雪

等、様々な地域課題の解決が必要となっています。 

② 事業の 

実施方針 

● 施設の再編や活用の前提となる地域の将来像について、未来

を担う子どもたちを含め、地域全体で検討していきます。 

● 学校や公民館等の公共施設を有効活用しながら、既存の地域

活動や各種団体の活動、お祭り・イベントなどの取組を継続す

るとともに、地域の新たなネットワークづくりや多世代交流の

促進、防災拠点のあり方の検討などにつなげていきます。 

● 地域・温泉街・市等の連携により、温泉や空き家、史跡等の

地域資源を有効活用し、温泉地ならではの観光資源や丘陵地な

らではの景観、貴重な歴史的資源など、地域の強みを活かした

魅力あふれる地域づくりを目指します。 

③ 事業の概要 

● 地域の団体や事業者、大学等との協働により、公民館や学

校、空き家等の施設・資源を有効活用し、地域課題の解決や地

域の産業の活性化につながる様々な活動を推進していきます。 

また、他の地区と情報共有を進めながら、共通する課題や活

動について協力して取組むなど、地域間の連携や結びつきを強

化していきます。 

● 既存の地域の活動の充実化を図りながら、将来のあり方につ

いて、地域全体で検討を進めていきます。 

● 地域の拠点施設である学校については、予防型の維持保全に

よる長寿命化を図ることとし、公民館については事後保全によ

る機能・安全性の維持を行いながら活用を進め、大規模改修等

が必要となった際には改めて施設のあり方について地域の方々

とともに検討します。 
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２ 再編プラン 

④ 官民連携手法

の導入予定 

（PPP/PFI 等） 

 

方針 考え方 

導入検討 

  包括的業務委託や指定管理、地域住民との協働による

維持管理など、官民連携による、より効率的かつサー

ビスの向上につながる維持管理方法等について検討し

ていきます。 

 ⑤ 事業の実施予定  
   ※実施予定は、検討の状況や財政状況等により変わる場合があります。 

年度 取組内容 

Ｒ４ 
地域づくりの取組と合わせ、公民館など地域の施設や資源を活用

した取組を検討 

Ｒ５    ↓ 

Ｒ６    ↓ 

Ｒ７    ↓ 

Ｒ８    ↓ 

３ 再編プランを踏まえた個別施設の整備計画 

施設名 整備方針 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

東山小学校 

※再掲 

計画保全 
(長寿命化) 

→ 改修検討 → →  

東公民館 事後保全 
劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

東市民センター 事後保全 
劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

 ※当該整備計画は策定時点の予定です。 

今後の事業の進捗状況や財政状況等により変わる場合があります。 
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事業№ 地検-11 事業名 一箕公民館区公共施設活用推進事業 

公民館区 一箕 小学校区 一箕・松長 

事業種別 検討 所管課 

企画政策部 

市民部 

健康福祉部 

教育委員会 

関連する個別計画 ― 

 

１ 対象用途及び施設 

用途名（中分類） 施設№ 施設名 所管課 
建築年度 
（西暦） 

延床面積 
（㎡） 

集会施設 

228 松長コミュニティ

センター 
環境生活課 1995 626.95 

2148 一箕公民館 一箕公民館 1986 1,068.45 

学校 

2097 
一箕小学校 

 ※再掲 
教育総務課 1978 7,830.50 

2098 
松長小学校 

※再掲 
教育総務課 1989 7,192.22 

2121 
一箕中学校 

※再掲 
教育総務課 1976 6,852.50 

庁舎等 2148.2 一箕市民センター 
一箕市民セン

ター 
1986 34.50 

  施設総数 6 総延床面積 23,605.12 
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（施設・機能の配置図） 
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２ 再編プラン 

① 地域の 

現状・課題 

 ● 本市の東側に位置し、住宅地、工業地、丘陵地及び農地からな

ります。会津大学をはじめとした教育施設が集積する「学生の

まち」であるとともに、白虎隊の地として知られる飯盛山や石

部桜、古墳などの歴史・観光資源を有する、学びと歴史が融和

した特色ある地域です。 

● 町内会をはじめとした各種団体を中心に、回覧板やイベント

等を活用した高齢者の見守りや地域全体でのお祭りの開催とい

った地域活動が行われている一方、人口減少や少子化、高齢者

世帯の増加などにより地域活動の衰退や担い手不足、空き家の

増加など様々な地域課題が生じています。 

● 公共交通の充実や冬季間の交通アクセスの改善、大学等の立

地を生かしたまちなみの形成や学生と地域のつながりや地域住

民間の横のつながりの強化などが求められています。 

② 事業の 

実施方針 

● 施設の再編や活用の前提となる地域の将来像について、未来

を担う子どもたちを含め、地域全体で検討していきます。 

● 学校や公民館、コミュニティセンター等の公共施設を有効活

用しながら、既存の町内会活動や各種団体の活動、お祭り・イ

ベントなどの取組を継続するとともに、こども・子育て世代を

巻き込んだ活動などを進め、地域の新たなネットワークづくり

や多世代交流の促進などにつなげていきます。 

● 大学や事業者等との連携を図り、学生や外国人の方など多様

な方が交流できる場づくりや歴史・観光資源を生かした取り組

みを行うなど、地域の特色や資源を活かした、みんながつなが

る地域づくりを進めます。 

③ 事業の概要 

● 住民協働により、公民館やコミュニティセンター学校、空き

家、史跡等の施設・資源を有効活用し、地域課題の解決や地域

の産業の活性化につながる様々な活動を推進していきます。 

  また、他の地区と情報共有を進めながら、共通する課題や活

動について協力して取組むなど、地域間の連携や結びつきを強

化していきます。 

● 地域の実態に合わせた、よりよい組織体制や活動のあり方、

担い手の育成方法などについて、住民全体での検討を進め、将

来の地域の姿を形づくっていきます。 

● 地域の拠点施設である小中学校については、予防型の維持保

全による長寿命化を図ることとし、公民館及びコミュニティセ

ンターについては事後保全による機能・安全性の維持を行いな

がら活用を進め、大規模改修等が必要となった際には改めて施

設のあり方について地域の方々とともに検討します。 
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２ 再編プラン 

④ 官民連携手法

の導入予定 

（PPP/PFI 等） 

 

方針 考え方 

導入検討 

 ・コミュニティセンターについては指定管理者との協

働により、よりよい管理運営を進めていきます。 

・学校や公民館については、施設全体のあり方の中で

包括的業務委託や指定管理、住民協働での管理運営

など、官民連携による、より効率的な維持管理方法

等について検討していきます。 

 ⑤ 事業の実施予定  
   ※実施予定は、検討の状況や財政状況等により変わる場合があります。 

年度 取組内容 

Ｒ４ 
地域づくりの取組と合わせ、公民館やコミュニティセンターなど

地域の施設や資源を活用した取組を検討 

Ｒ５ ↓ 

Ｒ６ ↓ 

Ｒ７ ↓ 

Ｒ８ ↓ 
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３ 再編プランを踏まえた個別施設の整備計画 

施設名 整備方針 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ 

松長コミュニテ

ィセンター 
事後保全 

劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

一箕公民館 事後保全 
劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

一箕小学校 

 ※再掲 

計画保全 
(長寿命化) 

 改修検討 → → 改修検討 

松長小学校 

※再掲 

計画保全 
(長寿命化) 

改修検討 → → 改修検討 → 

一箕中学校 

※再掲 

計画保全 
(長寿命化) 

改修検討 → → → → 

一箕市民センター 事後保全 
劣化状況に 

応じ修繕 
→ → → → 

 ※当該整備計画は策定時点の予定です。 

今後の事業の進捗状況や財政状況等により変わる場合があります。 
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  ① 市民みんなで「公共」のあり方を見直そう 

市民全員の財産である公共施設の活用や再

編を進めるためには市民の皆様、一人ひとり

がサービスの主体や受け手として取組に参画

いただくことが重要です。 

今後、本プランに基づき、用途ごとや地域

ごとで様々なサービスの組み換えや多機能化

など、あり方の見直しを進めていきます。 

公共施設再編の取組は単なる建物の問題ではなく、一人ひとりがつながり、

集まり、活動する「場づくり」を捉え直し、デザインし直す取組です。 

新型コロナウイルスの影響により「集まる」ことの形が変わってきています。

この機会に、人と人との「つながり（＝コミュニティ）」や「つながる場（＝

公共）」のあり方について一緒に考えていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナ禍でオンライン会議などＩＣＴの活用

が進んでいます。 

この状況を活かし、デジタルを上手に活用し

て、若い世代の方々も参加 

しやすい環境づくりや 

業務の効率化、柔軟な組織の 

あり方などについて、今後も 

考えていきましょう。 

 

～ 市民参画 と ユニバーサルデザイン ～ 

一般社団法人 コード・フォー・ジャパン 

コンサルタント 市川 博之 氏 

ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ

でコンサルタントを経て、現在 Code for 

Japan に勤めながら２つの会社を経営。内閣

官房オープンデータ伝道師に任命。総務省の

地域情報化アドバイザーで全国の自治体に研

修を行う。 

公立大学法人 前橋工科大学 

准教授 堤 洋樹之 氏 

前橋工科大学工学部建築学科 准教授 博士

(工学)。専門は建築経済、建築生産、建築構

法。建物の長寿命化の実現に向け、ソフト・

ハードの両面から研究を行う。「特定非営利

活動法人リデザインマネジメント研究所」を

設立し、多くの自治体を支援。 

「施設整備」は目的ではなく「手段」です。 

どんな建物を建てるか以上にそこで“誰”が

“何を”するのか（＝コト）が重要です。 

その意味で「公共的な場」は 

市の施設だけではないはずです。 

よりよい活動の場を一緒に考え、 

創り出していきましょう。 

本プラン策定にご協力いただいた有識者コメント 
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② 市民ファシリテーターの活躍！！ 

   本プランの策定にあたり実施した地区別

ワークショップ（未来デザインワークショ

ップ）ではグループごとの意見交換の進行

やまとめ役として、研修を受けた市民の方

に「市民ファシリテーター」として参加い

ただきました。 

   こうした取り組みを通じ、市民自らが対話の場をコーディネートし、多様な市民

の声をまとめ、市の施策に反映していく仕組みづくりにつなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 「ユニバーサルデザイン」を広げよう 

   誰もが気軽に訪れ、使いやすい施設としていくため、市では「ユニバーサルデザ

イン（※）」の考え方に基づき、施設や設備のバリアフリー化といったハード面の

取組だけでなく、相手を尊重し、理解し、協力・支え合う地域づくりや仕組みづく

りなどのソフト面の取組も推進しています。 

  本プランの推進にあたっても、年齢や

性別、障がいや病気の有無、国籍などの

違いによらず、多くの当事者の方の声を

お聴きしながら取組を進めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民ファシリテーターのコメント 

令和元年度の「未来デザインワークショップ」では、将来に向

けた明るい意見を沢山聞くことができ、とても楽しく参加する

ことができました。これからも引き続き、「新たな公共の場」

のあり方を考えながら、皆さんと一緒に笑顔が溢れるまちづく

りを目指していきたいと思います。 

本市では毎年「ユニバーサルデザイン講演

会」を開催し、障がいのある方や性的マイノ

リティの方、外国籍の方など様々な当事者の

方の声をお聞きしながら様々な施策にユニバ

ーサルデザインを取り入れています。 

（※）ユニバーサルデザイン 

 はじめから、すべての人の多様なニーズ

を考慮し、年齢、性別、身体的能力、言語

などの違いにかかわらず、すべての人にと

って安全・安心で利用しやすいように、建

物や製品をつくったり、情報やサービスな

どを提供する考え方のこと 

市民ファシリテーター 

佐藤 絵美 さん 



150 

 



151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共施設再編プラン 

付属資料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 

 

 

 

 

■ 付属資料一覧 

 名称 ページ 

資料１ 施設評価結果一覧 153 

資料２ 「未来デザインワークショップ」開催実績 173 

資料３ 

地域の課題解決・活性化に向けた公共施設等 

利活用推進の取組事例 

～ 北会津・河東・湊公民館区の取組 ～ 

193 
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資料１：施設評価結果一覧 

「施設評価結果一覧」は、「施設カルテ（平成 29年度末時点）」のデータや地区

別ワークショップに参加いただいた市民の皆様の意見やアイディア、将来の行政サー

ビスやまちづくりのあり方などを踏まえ、公共施設等総合管理推進会議及び推進本部

において検討した「施設評価」の結果をもとに取りまとめたものです。 

本プランでは、この施設評価の結果をもとに、各施設の「整備方針」をお示しして

います。 

なお、この評価結果は本プランの改定時等に、取組の進捗状況や社会情勢の変化、

財政状況等を踏まえ見直しを行います。 

 

施設評価結果一覧の項目の説明 

 項目 説明 

１ 施設名称 ・財産台帳上の施設名称 

２ 所管課 ・施設所管課の名称（令和３年４月現在） 

３ 中分類 
・公共施設等総合管理計画における用途分類（中分類） 

※本プラン P13 参照 

４ 公民館区 ・対象施設の所在地区名（公民館区単位で記載） 

５ 延床面積（㎡） ・対象施設の総延床面積。単位は㎡ 

６ 建築年度 ・対象施設の建築年度 

７ 経過年数 ・対象施設の経過年数（平成 29 年度末現在） 

８ 目標使用年数 

・対象施設の目標使用年数 

※施設の構造種類と劣化状況等に応じて設定 

※詳細は「公共施設保全計画」P13 参照 

９ 残存年数 
・対象施設の目標使用年数と経過年数の差 

（目標使用年数-経過年数の値） 
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 項目 説明 

10 施設評価結果 

・一次評価（施設カルテ） 

 施設の経過年数や点検結果、コスト、利用状況などのデ

ータから「施設カルテ」において機械的に分析した評価

結果。 

【評価項目】 

評価 内容 

建物劣化度 

施設の躯体（建物の構造部）が丈夫

であるかどうかを評価する指標。築

年数や耐震性能等から、Ａ～Ｄの４

段階で評価。 

建物管理度 

施設が安全な状態で管理されている

かどうかを評価する指標。点検結果

等から、Ａ～Ｄの４段階で評価 

運用管理度 

施設にかかる経費の状況を評価する

指標。光熱水費や委託料、修繕費等

から、Ａ～Ｄの４段階で評価。 

設備管理度 

施設が快適に利用できるかどうかを

評価する指標。点検結果やユニバー

サルデザインの対応状況等から、Ａ

～Ｄの４段階で評価。 

立地環境度 

施設が便利な場所に設置されている

かどうかを評価する指標。周辺の人

口密度やハザードマップなどをもと

に、Ａ～Ｄの４段階で評価 

施設活用度 

施設の利用状況を示す評価指標。 

開所日数や利用時間による「稼働

率」と利用者数などによる「利用

率」から、Ａ～Ｄの４段階で評価 

整備の方向性 

上記６項目の評価結果をもとに施設

の総合評価を行い、「継続保全」、

「更新検討」、「利用検討」、「用

途廃止」の４段階から総合評価 

  ※データがない、または不足している施設については、

評価結果に「Ｘ」が表示されることがあります。 

 

 

 

・二次評価（推進会議） 

 本プラン策定にあたって公共施設等総合管理推進会議・

推進本部において検討した施設評価の結果 
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 項目 説明 

【評価項目】  

評価 内容 

当面継続 
当面の間現在の施設・機能を維持す

る必要がある 

再編検討 
用途別や地域別での施設・機能の再

編に向けた検討を進める必要がある 

複合・集約 
他施設との複合化や集約化を進める

必要がある 

機能移転 
他施設への機能移転を進める必要が

ある 

あり方検討 
将来の施設・機能のあり方について

検討を進める必要がある 

廃止検討 
施設・機能の廃止に向けた検討を進

める必要がある 

 

 

・最終評価（推進本部） 

 本プラン策定にあたって、一次評価・二次評価の検討結

果や地区別ワークショップの成果などを踏まえて公共施

設等総合管理推進会議・推進本部において検討した最終

的な評価結果（計画期間における整備方針） 

 【評価項目】 

評価 内容 

計画保全 

「予防保全」の考え方により目標使

用年数を目安に物理的な耐用年数を

迎えるまで長寿命化を図る。 

事後保全 

必要最小限の修繕により最低限の安

全性や快適性を維持しながら、将来

の機能や配置、管理運営のあり方な

どについて検討を進める 

再編検討 

他の施設・機能との複合化や集約

化、多機能化など、将来の再編に向

けた検討を進める。 

廃止検討 
施設・機能の廃止に向けた検討を進

める。 
 

 



■施設評価結果一覧
　※平成30年度「施設カルテ（平成29年度末時点）」データに基づく評価結果の一覧。再編プラン策定時点で廃止済みの施設なども含む。

所管課 中分類 公民館区
延床面積
（㎡）

建築
年度

127 市長公舎 企業立地課 その他 中央公民館 187.51 1926

128 本庁舎 総務課 庁舎等 中央公民館 5,005.65 1937

129 栄町第一庁舎 総務課 庁舎等 中央公民館 2,235.98 1983

130 栄町第二庁舎 総務課 庁舎等 中央公民館 2,994.18 1997

133 追手町第一庁舎 総務課 庁舎等 中央公民館 552.81 1960

137 會津風雅堂 文化課 文化施設 中央公民館 7,306.66 1993

138 第1分団基幹消防屯所 危機管理課 消防施設 中央公民館 67.90 1983

139 第2分団基幹消防屯所 危機管理課 消防施設 中央公民館 72.02 1987

140 第4分団基幹消防屯所 危機管理課 消防施設 中央公民館 59.62 1985

141 第5分団基幹消防屯所 危機管理課 消防施設 中央公民館 69.56 1990

142 第6分団上荒久田消防屯所 危機管理課 消防施設 中央公民館 33.12 1992

143 第6分団基幹消防屯所 危機管理課 消防施設 北公民館 78.65 1991

144 第6分団下荒久田消防屯所 危機管理課 消防施設 北公民館 9.72 1988

145 第6分団中地消防屯所 危機管理課 消防施設 北公民館 9.72 1991

146 第6分団中ノ明消防屯所 危機管理課 消防施設 北公民館 9.18 1982

147 第7分団基幹消防屯所 危機管理課 消防施設 湊公民館 71.21 1994

148 第7分団田代消防屯所 危機管理課 消防施設 湊公民館 45.54 2000

149 第7分団赤井消防屯所 危機管理課 消防施設 湊公民館 60.44 1996

150 第7分団四ツ谷消防屯所 危機管理課 消防施設 湊公民館 33.21 1995

151 第7分団笹山消防屯所 危機管理課 消防施設 湊公民館 9.72 1989

152 第7分団東田面消防屯所 危機管理課 消防施設 湊公民館 51.75 1984

153 第7分団経沢消防屯所 危機管理課 消防施設 湊公民館 33.12 1994

154 第7分団中田消防屯所 危機管理課 消防施設 湊公民館 9.72 1988

155 第7分団西田面消防屯所 危機管理課 消防施設 湊公民館 49.68 1997

156 第7分団上馬渡消防屯所 危機管理課 消防施設 湊公民館 49.68 1995

157 第7分団下馬渡消防屯所 危機管理課 消防施設 湊公民館 49.68 1998

158 第8分団基幹消防屯所 危機管理課 消防施設 一箕公民館 67.07 1986

160 第8分団滝沢消防屯所 危機管理課 消防施設 一箕公民館 36.43 1998

162 第8分団松窪消防屯所 危機管理課 消防施設 一箕公民館 39.74 2001

163 第8分団石ヶ森消防屯所 危機管理課 消防施設 一箕公民館 9.72 1986

164 第9分団基幹消防屯所 危機管理課 消防施設 北公民館 66.24 1983

165 第9分団上吉田消防屯所 危機管理課 消防施設 北公民館 9.72 1991

166 第9分団界沢消防屯所 危機管理課 消防施設 北公民館 9.72 1989

167 第9分団中沼木消防屯所 危機管理課 消防施設 北公民館 13.24 1986

168 第9分団木流消防屯所 危機管理課 消防施設 北公民館 49.68 1996

169 第9分団鶴沼消防屯所 危機管理課 消防施設 北公民館 31.46 1997

170 第10分団西城戸消防屯所 危機管理課 消防施設 神指分館 9.72 1988

171 第10分団高久消防屯所 危機管理課 消防施設 神指分館 9.72 1989

172 第10分団基幹消防屯所 危機管理課 消防施設 神指分館 57.96 1984

173 第10分団幕ノ内消防屯所 危機管理課 消防施設 中央公民館 26.49 1992

174 第10分団東城戸消防屯所 危機管理課 消防施設 神指分館 9.54 1981

175 第10分団柳原消防屯所 危機管理課 消防施設 中央公民館 9.72 1989

176 第11分団一ノ堰消防屯所兼水防倉庫 危機管理課 消防施設 南公民館 63.76 1993

177 第11分団飯寺消防屯所 危機管理課 消防施設 南公民館 39.74 1999

180 第11分団沢消防屯所 危機管理課 消防施設 南公民館 9.72 1989

181 第11分団中島消防屯所 危機管理課 消防施設 南公民館 9.72 1988

184 第12分団基幹消防屯所 危機管理課 消防施設 大戸公民館 67.07 1986

185 第12分団大豆田消防屯所 危機管理課 消防施設 大戸公民館 49.68 1997

186 第12分団南原消防屯所 危機管理課 消防施設 大戸公民館 36.43 1993

187 第12分団芦ノ牧消防屯所 危機管理課 消防施設 大戸公民館 93.15 1993

188 第12分団芦ノ牧本村消防屯所 危機管理課 消防施設 大戸公民館 9.72 1991

189 第12分団上小塩消防屯所 危機管理課 消防施設 大戸公民館 9.72 1989

190 第12分団小谷消防屯所 危機管理課 消防施設 大戸公民館 9.72 1989

191 第12分団闇川消防屯所 危機管理課 消防施設 大戸公民館 56.30 1996

192 第12分団闇川入小屋消防屯所 危機管理課 消防施設 大戸公民館 9.72 1991

193 第12分団桑原消防屯所 危機管理課 消防施設 大戸公民館 33.11 1980

194 第12分団上雨屋消防屯所 危機管理課 消防施設 大戸公民館 64.58 1995

195 第12分団下雨屋消防屯所 危機管理課 消防施設 大戸公民館 13.50 1991

197 第13分団院内消防屯所 危機管理課 消防施設 東公民館 9.94 1998

198 第12分団舟子消防屯所 危機管理課 消防施設 大戸公民館 9.54 1983

201 第6分団藤室消防屯所 危機管理課 消防施設 北公民館 9.92 1977

202 第6分団平沢消防屯所 危機管理課 消防施設 北公民館 9.72 1990

203 第7分団堰場消防屯所 危機管理課 消防施設 湊公民館 9.36 1978

204 第7分団埼川舟木消防屯所 危機管理課 消防施設 湊公民館 24.37 1978

206 第8分団下居合消防屯所 危機管理課 消防施設 一箕公民館 9.18 1982

施設№ 施設名称

施設情報
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経過
年数

目標
使用年数

残存
年数

建物
劣化度

建物
管理度

運用
費用度

設備
管理度

立地
環境度

施設
活用度

方向性

92 50 -42 D C A A C C あり方検討 当面継続 事後保全

81 65 -16 C C A A B B 更新検討 再編検討 計画保全

35 80 45 A B A A B B 継続保全 当面継続 事後保全

21 80 59 A A A A A B 継続保全 再編検討 再編検討

58 65 7 C A A A B B 継続保全 再編検討 再編検討

25 80 55 A B A A C C 利用検討 当面継続 計画保全 「公共施設等保全計画」に基づき維持整備

35 65 30 A B A A B A 継続保全 再編検討 事後保全

31 65 34 A B A A B A 継続保全 再編検討 事後保全

33 65 32 A B A A B A 継続保全 再編検討 事後保全

28 65 37 A B A A B A 継続保全 再編検討 事後保全

26 65 39 A B A A B A 継続保全 再編検討 事後保全

27 65 38 A B A A B A 継続保全 再編検討 事後保全

30 65 35 A B C A B A 継続保全 再編検討 事後保全

27 65 38 A B C B B A 継続保全 再編検討 事後保全

36 65 29 A B C A B A 継続保全 再編検討 事後保全

24 65 41 A B A A B A 継続保全 再編検討 事後保全

18 65 47 A B A D B A 利用検討 再編検討 事後保全

22 65 43 A B A A B A 継続保全 再編検討 事後保全

23 65 42 A B A C B A 継続保全 再編検討 事後保全

29 65 36 A B C C B A 継続保全 再編検討 事後保全

34 65 31 A B A A B A 継続保全 再編検討 事後保全

24 65 41 A B A D B A 利用検討 再編検討 事後保全

30 65 35 A B C A B A 継続保全 再編検討 事後保全

21 65 44 A B A A B A 継続保全 再編検討 事後保全

23 65 42 A B A D B A 利用検討 再編検討 事後保全

20 65 45 A B A C B A 継続保全 再編検討 事後保全

32 65 33 A B A A B A 継続保全 再編検討 事後保全

20 65 45 A B A A B A 継続保全 再編検討 事後保全

17 65 48 A B A A B A 継続保全 再編検討 事後保全

32 65 33 A B C A B A 継続保全 再編検討 事後保全

35 65 30 A B A B B A 継続保全 再編検討 事後保全

27 65 38 A B C B B A 継続保全 再編検討 事後保全

29 65 36 A B C B B A 継続保全 再編検討 事後保全

32 65 33 A B A A B A 継続保全 再編検討 事後保全

22 65 43 A B A A B A 継続保全 再編検討 事後保全

21 65 44 A B A A B A 継続保全 再編検討 事後保全

30 65 35 A B C B B A 継続保全 再編検討 事後保全

29 65 36 A B C B B A 継続保全 再編検討 事後保全

34 65 31 A B A B B A 継続保全 再編検討 事後保全

26 65 39 A B A B B A 継続保全 再編検討 事後保全

37 65 28 A B C B B A 継続保全 再編検討 事後保全

29 65 36 A B C B B A 継続保全 再編検討 事後保全

25 65 40 A B A B B A 継続保全 再編検討 事後保全

19 65 46 A B A A B A 継続保全 再編検討 事後保全

29 65 36 A B D D B A あり方検討 再編検討 事後保全

30 65 35 A B C C B A 継続保全 再編検討 事後保全

32 65 33 A B A C B A 継続保全 再編検討 事後保全

21 65 44 A B A C B A 継続保全 再編検討 事後保全

25 65 40 A B A A B A 継続保全 再編検討 事後保全

25 65 40 A B A C B A 継続保全 再編検討 事後保全

27 65 38 A B C A B A 継続保全 再編検討 事後保全

29 65 36 A B D B B A 更新検討 再編検討 事後保全

29 65 36 A B C A B A 継続保全 再編検討 事後保全

22 65 43 A B A A B A 継続保全 再編検討 事後保全

27 65 38 A B C A B A 継続保全 再編検討 事後保全

38 65 27 A B A C B A 継続保全 再編検討 事後保全

23 65 42 A B A D B A 利用検討 再編検討 事後保全

27 65 38 A B A A B A 継続保全 再編検討 事後保全

20 65 45 A B C C B A 継続保全 再編検討 事後保全

35 65 30 A B C A B A 継続保全 再編検討 事後保全

41 65 24 A B C A B A 継続保全 再編検討 事後保全

28 65 37 A B C B B A 継続保全 再編検討 事後保全

40 65 25 A B C A B A 継続保全 再編検討 事後保全

40 65 25 A B A A B A 継続保全 再編検討 事後保全

36 65 29 A B C A B A 継続保全 再編検討 事後保全

備考

施設評価結果（～R８年まで）
施設情報

一次評価（施設カルテ）

二次評価 最終評価
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■施設評価結果一覧
　※平成30年度「施設カルテ（平成29年度末時点）」データに基づく評価結果の一覧。再編プラン策定時点で廃止済みの施設なども含む。

所管課 中分類 公民館区
延床面積
（㎡）

建築
年度

施設№ 施設名称

施設情報

207 第8分団長原消防屯所 危機管理課 消防施設 一箕公民館 9.72 1990

208 第8分団金堀消防屯所 危機管理課 消防施設 一箕公民館 9.72 1985

209 第9分団下高野消防屯所 危機管理課 消防施設 北公民館 9.18 1982

210 第9分団森台消防屯所 危機管理課 消防施設 北公民館 9.72 1985

211 第9分団中前田消防屯所 危機管理課 消防施設 北公民館 9.54 1979

212 第10分団横沼消防屯所 危機管理課 消防施設 神指分館 9.54 1981

213 第10分団上神指消防屯所 危機管理課 消防施設 神指分館 9.72 1984

214 第10分団如来堂消防屯所 危機管理課 消防施設 神指分館 9.72 1986

215 第11分団徳久消防屯所 危機管理課 消防施設 南公民館 9.72 1984

216 第11分団南御山消防屯所 危機管理課 消防施設 南公民館 9.72 1990

217 第11分団南青木消防屯所 危機管理課 消防施設 南公民館 9.72 1986

218 第11分団面川消防屯所 危機管理課 消防施設 南公民館 9.18 1983

219 第11分団堤沢消防屯所 危機管理課 消防施設 南公民館 9.54 1977

220 第12分団黒森消防屯所 危機管理課 消防施設 大戸公民館 9.54 1978

221 第12分団石村消防屯所 危機管理課 消防施設 大戸公民館 9.54 1979

224 行仁コミュニティセンター 環境生活課 集会施設 中央公民館 239.35 1982

225 日新コミュニティセンター 環境生活課 集会施設 中央公民館 449.16 1985

226 城北コミュニティセンター 環境生活課 集会施設 中央公民館 493.24 1988

227 城西コミュニティセンター 環境生活課 集会施設 中央公民館 498.44 1989

228 松長コミュニティセンター 環境生活課 集会施設 一箕公民館 626.95 1995

229 会津若松市消防団倉庫 危機管理課 消防施設 南公民館 33.12 1990

230 東神指水防倉庫 危機管理課 消防施設 神指分館 9.72 1991

231 会津若松市斎場 市民課 その他 南公民館 1,241.23 1988

232 廃棄物対策課管理庁舎 廃棄物対策課 庁舎等 中央公民館 1,511.32 1973

234 川ざらい土砂ピット 道路課 その他 中央公民館 98.40 1995

235 神明通り公衆便所 廃棄物対策課 その他 中央公民館 9.43 1997

237 ノーマライズ交流館パオパオ 障がい者支援課 障害福祉施設 一箕公民館 1,121.35 1996

238 天神ふれあいセンター 高齢福祉課 高齢福祉施設 南公民館 182.81 1985

239 南花畑デイサービスセンター 高齢福祉課 高齢福祉施設 中央公民館 697.51 1999

240 片柳デイサービスセンター 高齢福祉課 高齢福祉施設 中央公民館 698.82 1996

241 シルバー人材センター 高齢福祉課 高齢福祉施設 中央公民館 330.58 1965

242 中央保育所 こども保育課 幼稚園・保育園・こども園 中央公民館 832.68 1981

243 城前児童センター こども保育課 幼児・児童施設 中央公民館 325.18 1963

244 行仁町児童センター こども保育課 幼児・児童施設 中央公民館 345.44 1982

245 材木町児童館 こども保育課 幼児・児童施設 中央公民館 213.65 1970

246 西七日町児童館 こども保育課 幼児・児童施設 中央公民館 228.08 1972

252 保健センター 健康増進課 保健施設 中央公民館 318.77 1981

270 会津町方伝承館 商工課 産業系施設 中央公民館 325.53 1985

271 市役所計量室 商工課 その他行政系施設 中央公民館 19.87 1985

272 若松城 観光課 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設 中央公民館 2,548.92 1965

273 麟閣 観光課 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設 中央公民館 57.52 1990

274 七日町市民広場 観光課 公園 中央公民館 33.96 2000

279 中町茶室 観光課 文化施設 中央公民館 13.69 1913

280 崎川浜湖水浴場 観光課 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設 湊公民館 44.73 2002

281 小石ヶ浜湖水浴場 観光課 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設 湊公民館 16.08 1975

282 中田浜湖水浴場 観光課 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設 湊公民館 25.87 1975

283 田面浜湖水浴場 観光課 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設 湊公民館 3.91 1982

284 芦ノ牧温泉組合公衆便所 観光課 その他 大戸公民館 14.9 1988

286 飯盛山公衆便所及び観光案内所 観光課 その他 一箕公民館 73.49 2001

289 会津若松市基幹集落センター 農政課 産業系施設 湊公民館 902.52 1989

289.2 湊市民センター 湊市民センター 庁舎等 湊公民館 94.19 1989

291 病害虫防除機械倉庫 農政課 その他行政系施設 神指分館 102.18 1980

296 旧会津若松家畜保健所倉庫 農政課 その他行政系施設 中央公民館 157.32 1966

348 公設地方卸売市場 農政課 その他 一箕公民館 16,843.98 1975

534 つばくろ公園 まちづくり整備課 公園 中央公民館 75.56 1988

535 諏訪公園 まちづくり整備課 公園 中央公民館 6.00 1987

536 小田垣公園 まちづくり整備課 公園 中央公民館 4.25 1990

538 薬師公園 まちづくり整備課 公園 南公民館 3.50 1987

539 七日町公園 まちづくり整備課 公園 中央公民館 7.93 1990

542 金川町公園 まちづくり整備課 公園 中央公民館 7.93 1992

543 大町中央公園 まちづくり整備課 公園 中央公民館 65.45 1981

544 大町白虎公園 まちづくり整備課 公園 中央公民館 7.93 1991

545 日新町公園 まちづくり整備課 公園 中央公民館 8.32 1989

548 石堂町公園 まちづくり整備課 公園 中央公民館 3.50 1978

549 黒岩公園 まちづくり整備課 公園 中央公民館 3.50 1978
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経過
年数

目標
使用年数

残存
年数

建物
劣化度

建物
管理度

運用
費用度

設備
管理度

立地
環境度

施設
活用度

方向性

備考

施設評価結果（～R８年まで）
施設情報

一次評価（施設カルテ）

二次評価 最終評価

28 65 37 A B C A B A 継続保全 再編検討 事後保全

33 65 32 A B C A B A 継続保全 再編検討 事後保全

36 65 29 A B D A B A 更新検討 再編検討 事後保全

33 65 32 A B C A B A 継続保全 再編検討 事後保全

39 65 26 A B C A B A 継続保全 再編検討 事後保全

37 65 28 A B C B B A 継続保全 再編検討 事後保全

34 65 31 A B C B B A 継続保全 再編検討 事後保全

32 65 33 A B C B B A 継続保全 再編検討 事後保全

34 65 31 A B C B B A 継続保全 再編検討 事後保全

28 65 37 A B C C B A 継続保全 再編検討 事後保全

32 65 33 A B C C B A 継続保全 再編検討 事後保全

35 65 30 A B C A B A 継続保全 再編検討 事後保全

41 65 24 A B C C B A 継続保全 再編検討 事後保全

40 65 25 A B C A B A 継続保全 再編検討 事後保全

39 65 26 A B C B B A 継続保全 再編検討 事後保全

36 80 44 A A A A C A 継続保全 当面継続 事後保全

33 80 47 A A A A B B 継続保全 当面継続 事後保全

30 80 50 A A A A B C 継続保全 当面継続 事後保全

29 80 51 A B A A B C 継続保全 当面継続 事後保全

23 80 57 A B A A C C 利用検討 当面継続 事後保全

28 65 37 A B A A B A 継続保全 再編検討 事後保全

27 65 38 A B C B B A 継続保全 再編検討 事後保全

30 80 50 A B A B C C 利用検討 当面継続 計画保全

45 50 5 A B A C C B 利用検討 当面継続 事後保全

23 80 57 A C B A C A 継続保全 当面継続 事後保全

21 80 59 A A D A B A 更新検討 当面継続 事後保全

22 80 58 A B A A B X 継続保全 当面継続 事後保全

33 65 32 A A A A B A 継続保全 当面継続 事後保全

19 65 46 A A A A B A 継続保全 廃止検討 廃止検討

22 65 43 A A A A B A 継続保全 廃止検討 廃止検討

53 65 12 C B A A B B 継続保全 再編検討 事後保全

37 80 43 A B A A B C 継続保全 再編検討 計画保全 「公共施設等保全計画」に基づき維持整備

55 65 10 C B A A B A 継続保全 再編検討 再編検討

36 80 44 A B A A B A 継続保全 再編検討 再編検討 西七日町児童館へ機能集約（令和３年度～）

48 50 2 C B A A B A 継続保全 再編検討 事後保全 西七日町児童館へ機能集約（平成30年度～）

46 65 19 C B D A B A 更新検討 再編検討 事後保全

37 65 28 A B A A C A 継続保全 再編検討 事後保全

33 65 32 A A A A B A 継続保全 当面継続 事後保全

33 65 32 A A A A A A 継続保全 再編検討 再編検討

53 65 12 C B A A A A 継続保全 当面継続 計画保全 「公共施設等保全計画」に基づき維持整備

28 80 52 A A A A A A 継続保全 当面継続 計画保全 「公共施設等保全計画」に基づき維持整備

18 80 62 A A A A A B 継続保全 当面継続 事後保全

105 50 -55 C B C A A A 更新検討 当面継続 事後保全

16 65 49 A A A A A B 継続保全 当面継続 事後保全

43 65 22 C A C A A B 更新検討 当面継続 事後保全

43 65 22 C A A A A B 継続保全 当面継続 事後保全

36 65 29 A A C A A B 継続保全 当面継続 事後保全

30 65 35 A A C C A A 継続保全 当面継続 事後保全

17 65 48 A A A A A A 継続保全 当面継続 事後保全

29 80 51 A A A A B D 利用検討 再編検討 事後保全

29 80 51 A A A A A C 継続保全 再編検討 事後保全

38 65 27 C B A B B A 継続保全 再編検討 事後保全

52 50 -2 C C A A B A 更新検討 再編検討 事後保全

43 65 22 C B A A C A 継続保全 当面継続 計画保全 「公共施設等保全計画」に基づき維持整備

30 65 35 A A A A A A 継続保全 当面継続 事後保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

31 80 49 A A D A A A 更新検討 当面継続 事後保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

28 65 37 A B D A B A 更新検討 当面継続 事後保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

31 65 34 A B D A B A 更新検討 当面継続 事後保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

28 80 52 A A B A A A 継続保全 当面継続 事後保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

26 80 54 A A C A A A 継続保全 当面継続 事後保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

37 80 43 A B A B A A 継続保全 当面継続 事後保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

27 80 53 A B D A A A 更新検討 当面継続 事後保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

29 80 51 A A C A A A 継続保全 当面継続 事後保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

40 50 10 C B D A A A 更新検討 当面継続 事後保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

40 50 10 C B D B B A 更新検討 当面継続 事後保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備
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■施設評価結果一覧
　※平成30年度「施設カルテ（平成29年度末時点）」データに基づく評価結果の一覧。再編プラン策定時点で廃止済みの施設なども含む。

所管課 中分類 公民館区
延床面積
（㎡）

建築
年度

施設№ 施設名称

施設情報

550 城西町公園 まちづくり整備課 公園 中央公民館 4.24 1979

554 松長1号公園 まちづくり整備課 公園 一箕公民館 4.25 1990

556 松長3号公園 まちづくり整備課 公園 一箕公民館 23.67 1997

561 つるかめ公園 まちづくり整備課 公園 一箕公民館 20.70 1991

562 東部公園 まちづくり整備課 公園 中央公民館 21.21 1989

563 門田緑地 まちづくり整備課 公園 南公民館 54.40 1996

564 鶴ケ城公園 まちづくり整備課 公園 中央公民館 298.51 1966

564.2 武徳殿(鶴ケ城公園) まちづくり整備課 ｽﾎﾟｰﾂ施設 中央公民館 576.55 1960

564.3 弓道場（鶴ケ城公園） まちづくり整備課 ｽﾎﾟｰﾂ施設 中央公民館 92.00 1934

564.4 相撲場（鶴ケ城公園） まちづくり整備課 ｽﾎﾟｰﾂ施設 中央公民館 30.00 1977

564.5 会津庭球場（鶴ケ城公園） まちづくり整備課 ｽﾎﾟｰﾂ施設 中央公民館 159.00 1979

565 会津総合運動公園 まちづくり整備課 公園 南公民館 321.62 1996

565.2 あいづ球場（会津総合運動公園） まちづくり整備課 ｽﾎﾟｰﾂ施設 南公民館 7,639.71 1988

565.3 テニスコート（会津総合運動公園） まちづくり整備課 ｽﾎﾟｰﾂ施設 南公民館 422.14 1991

565.4 あいづ総合体育館（会津総合運動公園） まちづくり整備課 ｽﾎﾟｰﾂ施設 南公民館 8,854.09 1993

565.5 弓道場（会津総合運動公園） まちづくり整備課 ｽﾎﾟｰﾂ施設 南公民館 107.00 1993

565.6 あいづドーム（会津総合運動公園） まちづくり整備課 ｽﾎﾟｰﾂ施設 南公民館 3,034.88 1994

565.7 あいづ陸上競技場メインスタンド（会津総合運動公園） まちづくり整備課 ｽﾎﾟｰﾂ施設 南公民館 2,371.65 2011

565.8 あいづ相撲場（会津総合運動公園） まちづくり整備課 ｽﾎﾟｰﾂ施設 南公民館 92.00 2018

566 背炙山公園 まちづくり整備課 公園 湊公民館 586.75 1979

567 小田山公園 まちづくり整備課 公園 中央公民館 19.80 1935

568 大塚山墓園 都市計画課 公園 一箕公民館 325.19 1972

574 たかく公園 まちづくり整備課 公園 神指分館 39.80 1997

576 松長緑道 まちづくり整備課 公園 一箕公民館 26.53 1996

796 鶴ケ城体育館（鶴ケ城公園） まちづくり整備課 ｽﾎﾟｰﾂ施設 中央公民館 5,319.37 1972

797 多目的広場（鶴ケ城公園） まちづくり整備課 公園 中央公民館 119.76 1982

800 会津水泳場（鶴ケ城公園） まちづくり整備課 ｽﾎﾟｰﾂ施設 中央公民館 1,003.48 1978

809 若郷湖東公園 まちづくり整備課 公園 大戸公民館 9.10 1989

811 仮設住宅 開発管理課 公営住宅 一箕公民館 384.71 1997

2067 徒之町団地 建築住宅課 公営住宅 中央公民館 634.56 1952

2068 天寧寺町口団地 建築住宅課 公営住宅 中央公民館 324.11 1953

2069 本町団地 建築住宅課 公営住宅 中央公民館 2,320.39 1964

2070 黒川団地 建築住宅課 公営住宅 中央公民館 1,526.70 1965

2071 緑町団地 建築住宅課 公営住宅 中央公民館 3,518.44 1963

2072 新横町団地 建築住宅課 公営住宅 中央公民館 1,210.40 1963

2073 片柳町団地 建築住宅課 公営住宅 中央公民館 7,535.58 1996

2074 柳原団地 建築住宅課 公営住宅 中央公民館 2,152.60 1966

2075 材木町団地 建築住宅課 公営住宅 中央公民館 6,967.42 1968

2076 城前団地 建築住宅課 公営住宅 中央公民館 21,423.05 1981

2077 米代団地 建築住宅課 公営住宅 中央公民館 9,717.05 1988

2078 南花畑団地 建築住宅課 公営住宅 中央公民館 10,589.49 1998

2079 厩町団地 建築住宅課 公営住宅 中央公民館 9,733.12 1993

2080 住吉向団地 建築住宅課 公営住宅 中央公民館 2,403.24 1960

2081 年貢町団地 建築住宅課 公営住宅 南公民館 10,284.80 1970

2082 居合団地 建築住宅課 公営住宅 一箕公民館 10,265.84 1973

2083 城西団地 建築住宅課 公営住宅 中央公民館 7,326.47 1976

2084 錦町団地 建築住宅課 公営住宅 中央公民館 8,490.92 1978

2085 藤室団地 建築住宅課 公営住宅 中央公民館 2,348.02 1983

2086 小田垣団地 建築住宅課 公営住宅 中央公民館 4,776.34 1982

2087 北川原丁団地 建築住宅課 公営住宅 中央公民館 7,116.66 1982

2088 松長団地 建築住宅課 公営住宅 一箕公民館 2,405.14 1989

2089 会津寮 建築住宅課 その他行政系施設 中央公民館 198.34 1908

2091 鶴城小学校 教育総務課 学校 中央公民館 7,598.11 2015

2092 城北小学校 教育総務課 学校 中央公民館 5,566.67 1971

2092.2 城北小学校給食室 学校教育課学校保健給食室 その他教育施設 中央公民館 105.00 1971

2093 行仁小学校 教育総務課 学校 中央公民館 4,532.90 1963

2093.2 行仁小学校給食室 学校教育課学校保健給食室 その他教育施設 中央公民館 84.00 1965

2094 城西小学校 教育総務課 学校 中央公民館 6,794.72 1958

2094.2 城西小学校給食室 学校教育課学校保健給食室 その他教育施設 中央公民館 141.00 1965

2095 謹教小学校 教育総務課 学校 中央公民館 7,101.64 1987

2095.2 謹教小学校給食室 学校教育課学校保健給食室 その他教育施設 中央公民館 162.00 1987

2096 日新小学校 教育総務課 学校 中央公民館 6,991.64 1989

2096.2 日新小学校給食室 学校教育課学校保健給食室 その他教育施設 中央公民館 167.00 1989

2097 一箕小学校 教育総務課 学校 一箕公民館 7,830.50 1978

2097.2 一箕小学校給食室 学校教育課学校保健給食室 その他教育施設 一箕公民館 218.00 1980
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経過
年数

目標
使用年数

残存
年数

建物
劣化度

建物
管理度

運用
費用度

設備
管理度

立地
環境度

施設
活用度

方向性

備考

施設評価結果（～R８年まで）
施設情報

一次評価（施設カルテ）

二次評価 最終評価

39 80 41 C B D A A A 更新検討 当面継続 事後保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

28 80 52 A B D A A A 更新検討 当面継続 事後保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

21 80 59 A A A A A A 継続保全 当面継続 事後保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

27 80 53 A A A A A A 継続保全 当面継続 事後保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

29 80 51 A A A A A A 継続保全 当面継続 事後保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

22 80 58 A B A B A A 継続保全 当面継続 事後保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

52 65 13 C A A A A A 継続保全 当面継続 事後保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

58 50 -8 C B A A B B 継続保全 あり方検討 事後保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

84 65 -19 C B A A B A 継続保全 あり方検討 事後保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

41 50 9 C B A A B X 継続保全 機能移転 事後保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

39 65 26 C B A A B A 継続保全 あり方検討 事後保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

22 65 43 A A A A B A 継続保全 当面継続 計画保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

30 80 50 A A A A B C 継続保全 当面継続 計画保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

27 80 53 A A A A B A 継続保全 当面継続 計画保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

25 80 55 A A A A A C 継続保全 当面継続 計画保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

25 80 55 A B A A A X 継続保全 当面継続 計画保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

24 80 56 A B A A B C 継続保全 当面継続 計画保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

7 80 73 A A A A A A 継続保全 当面継続 計画保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

0 65 65 A A A A A D 利用検討 当面継続 計画保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

39 65 26 C A A A A B 継続保全 当面継続 事後保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

83 65 -18 C A D A A A 更新検討 当面継続 事後保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

46 65 19 C A A A A C 継続保全 当面継続 事後保全

21 80 59 A B A B A A 継続保全 当面継続 事後保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

22 80 58 A B A A A A 継続保全 当面継続 事後保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

46 80 34 C A A A A C 継続保全 あり方検討 計画保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

36 65 29 A B A A B A 継続保全 あり方検討 計画保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

40 65 25 C B A A B B 継続保全 あり方検討 計画保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

29 80 51 A A D C A A 更新検討 当面継続 事後保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

21 80 59 A A D A A C 更新検討 当面継続 事後保全 一部解体済（令和元年度）

66 65 -1 A C A A C D 利用検討 複合・集約 事後保全 「市営住宅長寿命化計画」に基づき維持整備

65 65 0 A C C A C X あり方検討 複合・集約 廃止検討 解体済（令和元年度）

54 65 11 A C D A B B 更新検討 複合・集約 事後保全 「市営住宅長寿命化計画」に基づき維持整備

53 65 12 A C D A B A 更新検討 複合・集約 事後保全 「市営住宅長寿命化計画」に基づき維持整備

55 65 10 A C A A B B 継続保全 複合・集約 事後保全 「市営住宅長寿命化計画」に基づき維持整備

55 65 10 A C D A B B 更新検討 複合・集約 事後保全 「市営住宅長寿命化計画」に基づき維持整備

22 80 58 A A A A A C 継続保全 当面継続 事後保全 「市営住宅長寿命化計画」に基づき維持整備

52 65 13 A C A A B B 継続保全 複合・集約 事後保全 「市営住宅長寿命化計画」に基づき維持整備

50 65 15 A C A A B C 継続保全 複合・集約 計画保全 「市営住宅長寿命化計画」に基づき維持整備

37 80 43 A C A A D D 利用検討 複合・集約 計画保全 「市営住宅長寿命化計画」に基づき維持整備

30 80 50 A B A A B B 継続保全 当面継続 事後保全 「市営住宅長寿命化計画」に基づき維持整備

20 80 60 A B A A B B 継続保全 当面継続 事後保全 「市営住宅長寿命化計画」に基づき維持整備

25 80 55 A B A A B B 継続保全 当面継続 事後保全 「市営住宅長寿命化計画」に基づき維持整備

58 65 7 A C D A B A 更新検討 複合・集約 廃止検討 「市営住宅長寿命化計画」に基づき維持整備

48 65 17 A B A A B B 継続保全 複合・集約 事後保全 「市営住宅長寿命化計画」に基づき維持整備

45 65 20 A C A A C B 継続保全 当面継続 事後保全 「市営住宅長寿命化計画」に基づき維持整備

42 65 23 A C A A C B 継続保全 当面継続 計画保全 「市営住宅長寿命化計画」に基づき維持整備

40 80 40 A B A A B B 継続保全 当面継続 計画保全 「市営住宅長寿命化計画」に基づき維持整備

35 80 45 A B A A B B 継続保全 当面継続 事後保全 「市営住宅長寿命化計画」に基づき維持整備

36 80 44 A B A A B B 継続保全 当面継続 事後保全 「市営住宅長寿命化計画」に基づき維持整備

36 80 44 A B A B B B 継続保全 当面継続 事後保全 「市営住宅長寿命化計画」に基づき維持整備

29 80 51 A B A A B A 継続保全 当面継続 事後保全 「市営住宅長寿命化計画」に基づき維持整備

110 65 -45 A C C A X X あり方検討 あり方検討 事後保全

3 65 62 A A A A A C 継続保全 当面継続 計画保全

47 65 18 C B A A B C 継続保全 当面継続 計画保全

47 65 18 C A D A A A 更新検討 再編検討 事後保全

55 65 10 A B A A C C 利用検討 当面継続 計画保全

53 65 12 C A D A A A 更新検討 再編検討 事後保全

60 65 5 C B A A B C 継続保全 当面継続 計画保全

53 65 12 C A C A A A 更新検討 再編検討 事後保全

31 65 34 A A A A B C 継続保全 当面継続 計画保全

31 65 34 A A D A A A 更新検討 再編検討 事後保全

29 65 36 A A A A B C 継続保全 当面継続 計画保全

29 65 36 A A A A A A 継続保全 再編検討 事後保全

40 65 25 C B A A B C 継続保全 当面継続 計画保全

38 65 27 C A D A A A 更新検討 再編検討 事後保全
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■施設評価結果一覧
　※平成30年度「施設カルテ（平成29年度末時点）」データに基づく評価結果の一覧。再編プラン策定時点で廃止済みの施設なども含む。

所管課 中分類 公民館区
延床面積
（㎡）

建築
年度

施設№ 施設名称

施設情報

2098 松長小学校 教育総務課 学校 一箕公民館 7,192.22 1989

2098.2 松長小学校給食室 学校教育課学校保健給食室 その他教育施設 一箕公民館 155.00 1989

2099 永和小学校 教育総務課 学校 北公民館 3,518.19 1993

2099.2 永和地区学校給食センター 学校教育課学校保健給食室 その他教育施設 北公民館 543.00 1993

2100 神指小学校 教育総務課 学校 神指分館 4,177.47 1981

2100.2 神指小学校給食室 学校教育課学校保健給食室 その他教育施設 神指分館 148.00 1990

2101 門田小学校 教育総務課 学校 南公民館 8,422.90 1978

2101.2 門田地区学校給食センター 学校教育課学校保健給食室 その他教育施設 南公民館 230.00 1979

2102 城南小学校 教育総務課 学校 南公民館 6,117.00 1988

2102.2 城南小学校給食室 学校教育課学校保健給食室 その他教育施設 南公民館 165.00 1988

2103 大戸小学校 教育総務課 学校 大戸公民館 4,144.39 1994

2103.2 大戸地区学校給食センター 学校教育課学校保健給食室 その他教育施設 大戸公民館 478.00 1994

2104 東山小学校 教育総務課 学校 東公民館 4,657.34 1975

2104.2 東山小学校給食室 学校教育課学校保健給食室 その他教育施設 東公民館 181.00 1980

2105 小金井小学校 教育総務課 学校 南公民館 7,521.61 2002

2105.2 小金井地区学校給食センター 学校教育課学校保健給食室 その他教育施設 南公民館 483.00 2002

2114 第一中学校 教育総務課 学校 中央公民館 7,048.60 1979

2115 第二中学校 教育総務課 学校 中央公民館 9,151.40 1990

2116 第三中学校 教育総務課 学校 中央公民館 7,575.02 1986

2117 第四中学校 教育総務課 学校 南公民館 7,426.08 1983

2118 第五中学校 教育総務課 学校 南公民館 6,768.07 1973

2119 第六中学校 教育総務課 学校 神指分館 3,666.93 1977

2120 湊中学校 教育総務課 学校 湊公民館 2,786.07 1984

2121 一箕中学校 教育総務課 学校 一箕公民館 6,852.50 1976

2122 大戸中学校 教育総務課 学校 大戸公民館 3,133.00 1985

2123 湊小学校 教育総務課 学校 湊公民館 4,145.17 1998

2123.2 湊地区学校給食センター 学校教育課学校保健給食室 その他教育施設 湊公民館 446.00 1998

2125 少年の家 教育総務課 集会施設 中央公民館 221.93 1965

2126 子どもの森 生涯学習総合センター ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設 中央公民館 79.45 1978

2129 御薬園 文化課 博物館等 中央公民館 921.86 1867

2140 文化センター 文化課 文化施設 中央公民館 2,730.77 1978

2142 埋蔵文化財管理センター 文化課 その他行政系施設 中央公民館 425.02 1967

2144 中央公民館神指分館 生涯学習総合センター 集会施設 神指分館 290.24 1976

2145 北公民館 北公民館 集会施設 北公民館 884.04 1979

2145.2 北市民センター 北市民センター 庁舎等 北公民館 23.44 1979

2146 南公民館 南公民館 集会施設 南公民館 997.93 1980

2146.2 南市民センター 南市民センター 庁舎等 南公民館 29.03 1980

2147 大戸公民館 大戸公民館 集会施設 大戸公民館 971.68 1984

2147.2 大戸市民センター 大戸市民センター 庁舎等 大戸公民館 35.70 1984

2148 一箕公民館 一箕公民館 集会施設 一箕公民館 1,068.45 1986

2148.2 一箕市民センター 一箕市民センター 庁舎等 一箕公民館 34.50 1986

2149 東公民館 東公民館 集会施設 東公民館 903.90 1987

2149.2 東市民センター 東市民センター 庁舎等 東公民館 26.00 1987

2150 湊公民館 湊公民館 集会施設 湊公民館 548.75 2000

2181 第10分団東神指消防屯所 危機管理課 消防施設 神指分館 9.72 1990

2378 勤労青少年ホーム 商工課 産業系施設 中央公民館 1,803.77 1974

2485 道路河川管理センター 道路課 その他行政系施設 中央公民館 528.55 1995

2523 会津若松市多目的農村広場 農政課 ｽﾎﾟｰﾂ施設 北会津公民館 16.10 1989

2524 会津若松市北会津農村環境改善センター 農政課 産業系施設 北会津公民館 1,211.91 1980

3011 第14分団基幹消防屯所 危機管理課 消防施設 北会津公民館 73.69 2011

3012 第14分団真宮新町消防屯所 危機管理課 消防施設 北会津公民館 24.82 1992

3013 第14分団鈴渕消防屯所 危機管理課 消防施設 北会津公民館 9.93 1992

3014 第14分団石原消防屯所 危機管理課 消防施設 北会津公民館 9.93 1996

3015 第14分団田村山消防屯所 危機管理課 消防施設 北会津公民館 33.12 1984

3016 第14分団安良田消防屯所 危機管理課 消防施設 北会津公民館 9.93 2003

3017 第14分団宮ノ下消防屯所 危機管理課 消防施設 北会津公民館 9.93 2002

3018 第14分団和泉消防屯所 危機管理課 消防施設 北会津公民館 9.93 1998

3019 第15分団基幹消防屯所 危機管理課 消防施設 北会津公民館 59.62 1987

3020 第15分団両堂消防屯所 危機管理課 消防施設 中央公民館 9.93 2004

3021 第15分団柏原消防屯所 危機管理課 消防施設 中央公民館 9.93 1993

3022 第15分団麻生新田消防屯所 危機管理課 消防施設 中央公民館 9.93 1995

3023 第15分団下野消防屯所 危機管理課 消防施設 中央公民館 9.93 1990

3024 第15分団西後庵消防屯所 危機管理課 消防施設 中央公民館 9.93 1994

3025 第16分団中荒井消防屯所 危機管理課 消防施設 北会津公民館 33.12 1990

3026 第16分団寺堀消防屯所 危機管理課 消防施設 北会津公民館 12.39 1997
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経過
年数

目標
使用年数

残存
年数

建物
劣化度

建物
管理度

運用
費用度

設備
管理度

立地
環境度

施設
活用度

方向性

備考

施設評価結果（～R８年まで）
施設情報

一次評価（施設カルテ）

二次評価 最終評価

29 65 36 A A A A B C 継続保全 当面継続 計画保全

29 65 36 A A A A A A 継続保全 再編検討 事後保全

25 65 40 A A A A B C 継続保全 当面継続 計画保全

25 65 40 A A A A A A 継続保全 再編検討 事後保全

37 65 28 A B A B B C 継続保全 当面継続 計画保全

28 65 37 A A A B A A 継続保全 再編検討 事後保全

40 65 25 C A A B B C 継続保全 当面継続 計画保全

39 65 26 C A D B A A 更新検討 再編検討 事後保全

30 65 35 A A A B B C 継続保全 当面継続 計画保全

30 65 35 A A D B A A 更新検討 再編検討 事後保全

24 65 41 A A A C B C 利用検討 当面継続 計画保全

24 65 41 A A A C A A 継続保全 再編検討 事後保全

43 65 22 A A A C B C 利用検討 当面継続 計画保全

38 65 27 A A A C A A 継続保全 再編検討 事後保全

16 65 49 A A A B A C 継続保全 当面継続 計画保全

16 65 49 A A A B A A 継続保全 再編検討 事後保全

39 65 26 C B A A C C 利用検討 当面継続 計画保全

28 65 37 A A A A B C 継続保全 当面継続 計画保全

32 65 33 A A A A B C 継続保全 当面継続 計画保全

35 65 30 A A A A B C 継続保全 当面継続 計画保全

45 65 20 C B A A B C 継続保全 当面継続 計画保全

41 65 24 C B A B B C 継続保全 当面継続 計画保全

34 65 31 A A A C B C 利用検討 当面継続 計画保全

42 65 23 C B A A B C 継続保全 当面継続 計画保全

33 65 32 A A A C B C 利用検討 当面継続 計画保全

20 65 45 A A A B A C 継続保全 当面継続 計画保全

20 65 45 A A A B A A 継続保全 再編検討 事後保全

53 65 12 C A A A B C 継続保全 あり方検討 事後保全

40 65 25 A B A C B C 利用検討 当面継続 事後保全

151 65 -86 A A A B B A 継続保全 当面継続 計画保全 「公共施設等保全計画」に基づき維持整備

40 65 25 C B A A C B 継続保全 あり方検討 事後保全

51 65 14 A C A A X X 利用検討 廃止検討 廃止検討 解体予定（令和３年度）

42 65 23 C A A B B B 継続保全 当面継続 事後保全

39 80 41 C B A B C B 継続保全 当面継続 事後保全

39 80 41 C B C B C B 更新検討 当面継続 事後保全

38 80 42 C C A B C B 更新検討 当面継続 事後保全

38 80 42 C C C B C A 更新検討 当面継続 事後保全

34 80 46 A A A B A D 利用検討 当面継続 事後保全

34 80 46 A A C B A C 継続保全 当面継続 事後保全

32 80 48 A A A A A C 継続保全 当面継続 事後保全

32 80 48 A A C A A A 継続保全 当面継続 事後保全

31 80 49 A A A C A B 継続保全 当面継続 事後保全

31 80 49 A A C C A C 利用検討 当面継続 事後保全

18 80 62 A A A A A D 利用検討 当面継続 事後保全

28 65 37 A B C B B A 継続保全 再編検討 事後保全

44 65 21 C B A A B C 継続保全 あり方検討 事後保全

23 80 57 A A A A A A 継続保全 当面継続 事後保全

29 80 51 A A A B A A 継続保全 当面継続 事後保全

38 65 27 C A A B A D 利用検討 あり方検討 事後保全

7 65 58 A B A B B A 継続保全 再編検討 事後保全

26 65 39 A B A B B A 継続保全 再編検討 事後保全

26 65 39 A B C B B A 継続保全 再編検討 事後保全

22 65 43 A B C B B A 継続保全 再編検討 事後保全

34 65 31 A B A B B A 継続保全 再編検討 事後保全

15 65 50 A B C B B A 継続保全 再編検討 事後保全

16 65 49 A B C B B A 継続保全 再編検討 事後保全

20 65 45 A B C B B A 継続保全 再編検討 事後保全

31 65 34 A B A B B A 継続保全 再編検討 事後保全

14 65 51 A B C B B A 継続保全 再編検討 事後保全

25 65 40 A B C B B A 継続保全 再編検討 事後保全

23 65 42 A B C B B A 継続保全 再編検討 事後保全

28 65 37 A B C B B A 継続保全 再編検討 事後保全

24 65 41 A B C B B A 継続保全 再編検討 事後保全

28 65 37 A B A B B A 継続保全 再編検討 事後保全

21 65 44 A B A B B A 継続保全 再編検討 事後保全
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■施設評価結果一覧
　※平成30年度「施設カルテ（平成29年度末時点）」データに基づく評価結果の一覧。再編プラン策定時点で廃止済みの施設なども含む。

所管課 中分類 公民館区
延床面積
（㎡）

建築
年度

施設№ 施設名称

施設情報

3027 第16分団宮袋新田消防屯所 危機管理課 消防施設 北会津公民館 9.93 1999

3032 大木の芝原公園（物置） こども保育課 児童福祉施設 北会津公民館 9.90 1973

3033 荒舘保育所 こども保育課 幼稚園・保育園・こども園 北会津公民館 581.01 1972

3035 北会津保健センター 健康増進課 保健施設 北会津公民館 1,188.02 1995

3041 さくら公園 まちづくり整備課 公園 北会津公民館 35.45 1997

3042 昭和公園 まちづくり整備課 公園 北会津公民館 12.40 1994

3043 中央公園 まちづくり整備課 公園 北会津公民館 3.92 1986

3045 ホタルの森公園 まちづくり整備課 公園 北会津公民館 47.80 1990

3053 会津若松地方防雪生活圏北会津サブセンター 道路課 その他行政系施設 北会津公民館 306.00 1975

3055 荒舘小学校 教育総務課 学校 北会津公民館 5,530.53 1985

3056 川南小学校 教育総務課 学校 中央公民館 3,227.15 1968

3057 北会津中学校 教育総務課 学校 北会津公民館 6,403.43 2010

3061 川南幼稚園 こども保育課 幼稚園・保育園・こども園 中央公民館 408.22 1977

3062 北会津地区学校給食センター
学校教育課学校保健給食室
北会津地区学校給食センター

その他教育施設 北会津公民館 806.07 2003

3064 白山沼公園 文化課 公園 北会津公民館 89.64 2001

3065 小松原多目的運動場 スポーツ推進課 ｽﾎﾟｰﾂ施設 北会津公民館 103.20 1984

3066 歴史民俗資料館 北会津公民館 博物館等 北会津公民館 81.81 1979

3067 北会津公民館 北会津公民館 集会施設 北会津公民館 1,119.31 1971

3069 北会津水防倉庫 危機管理課 消防施設 北会津公民館 64.00 1991

3070 第15分団西麻生消防屯所 危機管理課 消防施設 中央公民館 16.52 1958

3071 第15分団下米塚消防屯所 危機管理課 消防施設 中央公民館 16.52 1961

3072 第15分団上米塚消防屯所 危機管理課 消防施設 中央公民館 22.31 1963

3073 第16分団十二所消防屯所 危機管理課 消防施設 北会津公民館 19.83 1964

3074 第16分団鷺林消防屯所 危機管理課 消防施設 北会津公民館 12.39 1964

3075 第14分団真渡消防屯所 危機管理課 消防施設 北会津公民館 11.48 1956

3076 北会津デイサービスセンター 高齢福祉課 高齢福祉施設 北会津公民館 557.05 1995

3077 ホタル飼育棟 北会津・まちづくり その他行政系施設 北会津公民館 19.87 1994

3105 真宮コミュニティセンター（物置） 環境生活課 集会施設 北会津公民館 64.80 1991

3106 真宮コミュニティセンター 環境生活課 集会施設 北会津公民館 456.90 1992

3136 第14分団中里消防屯所 危機管理課 消防施設 北会津公民館 9.94 2005

4074 第17分団広田消防屯所 危機管理課 消防施設 河東公民館 48.02 1999

4101 大田原保育所 こども保育課 幼稚園・保育園・こども園 河東公民館 256.76 1966

4102 広田保育所 こども保育課 幼稚園・保育園・こども園 河東公民館 1,206.49 1998

4103 広田保育所分園八田保育所 こども保育課 幼稚園・保育園・こども園 河東公民館 192.23 1965

4104 河東保健センター 健康増進課 保健施設 河東公民館 631.60 1990

4105 会津若松市河東農村環境改善センター 農政課 産業系施設 河東公民館 998.96 1993

4115 高塚公園 まちづくり整備課 公園 河東公民館 1.25 1988

4118 冬木沢墓園 都市計画課 公園 河東公民館 23.26 1999

4124 葉山団地 建築住宅課 公営住宅 河東公民館 3,581.00 1981

4125 トドメキ団地 建築住宅課 公営住宅 河東公民館 1,220.00 1993

4126 高塚団地 建築住宅課 公営住宅 河東公民館 1,897.00 1966

4127 一揆塚団地 建築住宅課 公営住宅 河東公民館 331.00 1968

4130 八田地区交流センター 河東・住民福祉 集会施設 河東公民館 267.57 1987

4134 河東中学校 教育総務課 学校 河東公民館 5,395.33 1951

4136 河東第三幼稚園 こども保育課 幼稚園・保育園・こども園 河東公民館 486.15 1988

4137 河東地区学校給食センター
学校教育課学校保健給食室
河東地区学校給食センター

その他教育施設 河東公民館 710.00 1990

4138 河東総合体育館 スポーツ推進課 ｽﾎﾟｰﾂ施設 河東公民館 3,772.95 1993

4139 河東弓道場 スポーツ推進課 ｽﾎﾟｰﾂ施設 河東公民館 229.00 1993

4140 河東野球場（公衆便所） スポーツ推進課 ｽﾎﾟｰﾂ施設 河東公民館 58.60 2001

4143 河東公民館 河東公民館 集会施設 河東公民館 1,063.54 1976

4144 河東収蔵庫 河東公民館 博物館等 河東公民館 132.00 1977

4145 郡山機械格納庫 道路課 その他行政系施設 河東公民館 202.50 1979

4146 八田野機械格納庫 道路課 その他行政系施設 河東公民館 168.40 1988

4147 河東園芸ふれあいセンター 高齢福祉課 高齢福祉施設 河東公民館 107.00 2001

4151 河東支所防災用備蓄倉庫 危機管理課 消防施設 河東公民館 17.00 2002

5005 会津若松市民ふれあいスポーツ広場 スポーツ推進課 ｽﾎﾟｰﾂ施設 一箕公民館 2,502.58 1973

5042 広田西公園 まちづくり整備課 公園 河東公民館 69.65 2008

5154 旧河東町役場庁舎倉庫 高齢福祉課 その他行政系施設 河東公民館 47.43 1957

5158 広田駅公衆便所 河東・まちづくり その他 河東公民館 20.40 2006

5247 第14分団出尻消防屯所 危機管理課 消防施設 北会津公民館 9.94 2006

5316 北会津支所 北会津・まちづくり 庁舎等 北会津公民館 4,718.84 1998

5317 河東支所 河東・まちづくり 庁舎等 河東公民館 3,178.58 1982

5318 河東支所分庁舎 道路課 その他行政系施設 河東公民館 124.82 1993

5324 会津若松市コミュニティプール スポーツ推進課 ｽﾎﾟｰﾂ施設 河東公民館 1,399.40 2006
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経過
年数

目標
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残存
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建物
劣化度

建物
管理度

運用
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設備
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環境度
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方向性
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施設評価結果（～R８年まで）
施設情報

一次評価（施設カルテ）

二次評価 最終評価

19 65 46 A B C B B A 継続保全 再編検討 事後保全

45 50 5 C B D B B A 更新検討 当面継続 事後保全

46 50 4 C B A B B X 継続保全 廃止検討 廃止検討 解体済（令和元年度）

23 80 57 A B A B C A 継続保全 あり方検討 事後保全

21 80 59 A A A B A A 継続保全 当面継続 事後保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

24 80 56 A A A B A A 継続保全 当面継続 事後保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

32 80 48 A A D C A A 更新検討 当面継続 事後保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

28 80 52 A A A B A A 継続保全 当面継続 事後保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

43 65 22 A A A B A D 利用検討 当面継続 事後保全

33 65 32 A A A B B C 継続保全 当面継続 計画保全

50 65 15 C A A B B C 継続保全 当面継続 計画保全

8 65 57 A A A B A C 継続保全 当面継続 計画保全

41 65 24 C B A B B X 継続保全 廃止検討 廃止検討

15 80 65 A A A B B C 継続保全 あり方検討 事後保全

17 65 48 A B A B C A 継続保全 当面継続 事後保全

34 80 46 A B A B C A 継続保全 当面継続 事後保全

39 50 11 C C A B C D あり方検討 廃止検討 廃止検討

47 50 3 C B A B B D 利用検討 あり方検討 事後保全

27 65 38 A B A B B A 継続保全 再編検討 事後保全

60 65 5 A B A B B A 継続保全 再編検討 事後保全

57 65 8 A B A B B A 継続保全 再編検討 事後保全

55 65 10 A B A B B A 継続保全 再編検討 事後保全

54 65 11 A B A B B A 継続保全 再編検討 事後保全

54 65 11 A B B B B A 継続保全 再編検討 事後保全

62 65 3 A B C C B A 継続保全 再編検討 事後保全

23 80 57 A A A B B A 継続保全 再編検討 事後保全

24 80 56 A A A B D A 利用検討 当面継続 事後保全

27 80 53 A A A B A A 継続保全 当面継続 事後保全

26 80 54 A A A B B C 継続保全 当面継続 事後保全

13 65 52 A B C B B A 継続保全 再編検討 事後保全

19 65 46 A B A A B A 継続保全 再編検討 事後保全

52 65 13 C B A A B X 継続保全 廃止検討 廃止検討

20 80 60 A B A A A C 継続保全 複合・集約 再編検討

53 65 12 C B A A B X 継続保全 廃止検討 廃止検討

28 80 52 A B A A B A 継続保全 あり方検討 事後保全

25 80 55 A A A A B C 継続保全 あり方検討 事後保全

30 65 35 A A D A A A 更新検討 当面継続 事後保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

19 80 61 A A C A B C 継続保全 当面継続 事後保全

37 80 43 A B A A B B 継続保全 当面継続 事後保全 「市営住宅長寿命化計画」に基づき維持整備

25 80 55 A B A A B A 継続保全 当面継続 事後保全 「市営住宅長寿命化計画」に基づき維持整備

52 65 13 A A A A B B 継続保全 複合・集約 計画保全 「市営住宅長寿命化計画」に基づき維持整備

50 65 15 A C C A C D あり方検討 複合・集約 廃止検討 「市営住宅長寿命化計画」に基づき維持整備

31 65 34 A A A A A D 利用検討 当面継続 事後保全

67 65 -2 C B A A C X 利用検討 複合・集約 廃止検討

30 80 50 A B A A B D 利用検討 複合・集約 再編検討

28 65 37 A A A A B C 継続保全 あり方検討 事後保全

25 80 55 A B A A C C 利用検討 当面継続 計画保全 「公共施設等保全計画」に基づき維持整備

25 80 55 A B A A B D 利用検討 当面継続 計画保全 「公共施設等保全計画」に基づき維持整備

17 80 63 A B A A A A 継続保全 当面継続 事後保全

42 50 8 C C A A B C 更新検討 あり方検討 事後保全

41 80 39 A C A A C X 利用検討 廃止検討 廃止検討

39 65 26 A A B A A D 利用検討 当面継続 事後保全

30 80 50 A A A A A D 利用検討 当面継続 事後保全

17 80 63 A B A A B A 継続保全 当面継続 事後保全

16 65 49 A B A A B A 継続保全 再編検討 事後保全

45 80 35 C B A A B B 継続保全 あり方検討 計画保全 「公共施設等保全計画」に基づき維持整備

10 80 70 A A A A A A 継続保全 当面継続 事後保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

61 65 4 A B A A B A 継続保全 廃止検討 廃止検討

12 80 68 A A D A A A 更新検討 当面継続 事後保全

12 65 53 A B C B B A 継続保全 再編検討 事後保全

20 80 60 A A A B B B 継続保全 あり方検討 計画保全

36 80 44 A A A A B B 継続保全 あり方検討 計画保全

25 80 55 A C A A C B 継続保全 あり方検討 事後保全

12 80 68 A A A A B A 継続保全 当面継続 計画保全 「公共施設等保全計画」に基づき維持整備
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■施設評価結果一覧
　※平成30年度「施設カルテ（平成29年度末時点）」データに基づく評価結果の一覧。再編プラン策定時点で廃止済みの施設なども含む。

所管課 中分類 公民館区
延床面積
（㎡）

建築
年度

施設№ 施設名称

施設情報

5327 鶴城コミュニティセンター 環境生活課 集会施設 中央公民館 450.33 2007

5400 会津若松学校給食センター
学校教育課学校保健給食室
会津若松学校給食センター

その他教育施設 神指分館 1,291.14 2008

5415 河東学園小学校 教育総務課 学校 河東公民館 11,103.92 2006

5448 第17分団槻木消防屯所 危機管理課 消防施設 河東公民館 9.94 2007

5455 追手町第二庁舎 総務課 庁舎等 中央公民館 5,071.09 1964

5459 湊しらとり保育園 こども保育課 幼稚園・保育園・こども園 湊公民館 686.08 2008

5466 生涯学習総合センター 生涯学習総合センター 集会施設 中央公民館 9,365.00 2010

5529 会津若松工業団地ポンプ場 企業立地課 産業系施設 南公民館 467.93 1979

5643 ほたるの森移住体験施設 地域づくり課 その他 北会津公民館 81.98 1994

5877 一ノ堰1号緑地 まちづくり整備課 公園 南公民館 6.24 1994

5885 物流1号緑地 まちづくり整備課 公園 北公民館 6.25 2010

5892 城南コミュニティセンター 環境生活課 集会施設 南公民館 454.01 2008

5989 会津能楽堂 文化課 文化施設 中央公民館 238.47 2009

5990 夜間急病センター 健康増進課 医療施設 中央公民館 243.36 1999

5991 謹教コミュニティセンター 環境生活課 集会施設 中央公民館 1,055.48 1999

6024 高瀬の大木 文化課 公園 神指分館 9.00 1988

6056 強清水バス待合所 河東・住民福祉 その他 河東公民館 4.86 1973

6085 歴史資料センター 文化課 博物館等 中央公民館 1,774.12 1969

6110 第18分団基幹消防屯所 危機管理課 消防施設 河東公民館 67.90 2011

6190 地域福祉課分室（旧夜間急病センター） 地域福祉課 庁舎等 中央公民館 100.10 1978

6203 第7分団笹山原消防屯所 危機管理課 消防施設 湊公民館 12.42 2012

6249 鶴ケ城南口駐車場公衆トイレ 観光課 ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設・観光施設 中央公民館 29.80 2013

6352 鶴ケ城公園東口駐車場公衆トイレ まちづくり整備課 公園 中央公民館 76.60 2014

6353 第13分団基幹消防屯所 危機管理課 消防施設 東公民館 79.49 2015

6354 河東文化財管理室 文化課 その他行政系施設 525.56 1979

6504 ＩＣＴオフィス 企業立地課 産業系施設 中央公民館 - 2018

6536 東山温泉観光駐車場公衆便所 観光課 その他 東公民館 19.87 2015

6550 第11分団基幹消防屯所 危機管理課 消防施設 南公民館 78.66 2016

6573 第19分団郡山消防屯所 危機管理課 消防施設 河東公民館 12.42 2017

6575 河東学園中学校 教育総務課 学校 河東公民館 6,288.75 2017

6589 行仁町サテライトオフィス 企業立地課 その他 中央公民館 91.09 2017

6657 第19分団基幹消防屯所 危機管理課 消防施設 河東公民館 79.89 2018

600001 松長第二こどもクラブ こども保育課 幼児・児童施設 一箕公民館 72.00 1991

600002 城北こどもクラブ こども保育課 幼児・児童施設 中央公民館 188.19 1962

600004 謹教こどもクラブ こども保育課 幼児・児童施設 中央公民館 202.50 1987

600006 城西こどもクラブ こども保育課 幼児・児童施設 中央公民館 126.00 1967

600007 東山こどもクラブ こども保育課 幼児・児童施設 東公民館 131.40 1975

600008 一箕第一こどもクラブ こども保育課 幼児・児童施設 一箕公民館 67.50 1978

600009 門田こどもクラブ こども保育課 幼児・児童施設 南公民館 197.10 1978

600011 河東こどもクラブ こども保育課 幼児・児童施設 河東公民館 200.06 2006

600012 神指こどもクラブ こども保育課 幼児・児童施設 神指分館 67.50 1981

700001 松長第一こどもクラブ こども保育課 幼児・児童施設 一箕公民館 240.01 1995

700002 荒舘第一こどもクラブ こども保育課 幼児・児童施設 北会津公民館 74.37 1992

800001 城南第一こどもクラブ こども保育課 幼児・児童施設 南公民館 585.17 1979

800004 栄町第三庁舎 総務課 庁舎等 中央公民館 370.83 1956

800008 小金井第二こどもクラブ こども保育課 幼児・児童施設 南公民館 91.90 1970

800011 有害鳥獣前処理施設 農林課 その他 大戸公民館 19.44 2013

900004 日新こどもクラブ こども保育課 幼児・児童施設 中央公民館 120.50 1989

900006 湊こどもクラブ こども保育課 幼児・児童施設 湊公民館 38.40 1998

900011 小金井第一こどもクラブ こども保育課 幼児・児童施設 南公民館 401.88 2014

900015 一箕第二こどもクラブ こども保育課 幼児・児童施設 一箕公民館 544.56 2015

900021 城南第二こどもクラブ こども保育課 幼児・児童施設 南公民館 175.00 2014

900022 川南こどもクラブ こども保育課 幼児・児童施設 中央公民館 108.00 1989

900025 荒舘こどもクラブ こども保育課 幼児・児童施設 北会津公民館 575.26 1978

1000001 永和こどもクラブ こども保育課 幼児・児童施設 北公民館 64.00 1993

1100001 一箕第三こどもクラブ こども保育課 幼児・児童施設 一箕公民館 93.98 2018
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経過
年数

目標
使用年数

残存
年数

建物
劣化度

建物
管理度

運用
費用度

設備
管理度

立地
環境度

施設
活用度

方向性

備考

施設評価結果（～R８年まで）
施設情報

一次評価（施設カルテ）

二次評価 最終評価

11 80 69 A A A A A B 継続保全 当面継続 事後保全

10 80 70 A A A B B A 継続保全 当面継続 計画保全

12 65 53 A A A A A C 継続保全 当面継続 計画保全

11 65 54 A B C A B A 継続保全 再編検討 事後保全

54 65 11 C C A A C B 更新検討 再編検討 再編検討

10 65 55 A B A A A C 継続保全 当面継続 計画保全

8 80 72 A A A A A B 継続保全 当面継続 計画保全 「公共施設等保全計画」に基づき維持整備

39 80 41 C B A B C A 継続保全 当面継続 計画保全

24 65 41 A A A B B A 継続保全 廃止検討 廃止検討 解体予定（令和３年度）

24 80 56 A B D C B A 更新検討 当面継続 事後保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

8 80 72 A A D A A A 更新検討 当面継続 事後保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

10 80 70 A A A A A A 継続保全 当面継続 事後保全

9 65 56 A A A A A C 継続保全 当面継続 事後保全

19 80 61 A A A A A A 継続保全 当面継続 事後保全

19 80 61 A A A A B B 継続保全 当面継続 事後保全

30 65 35 A B C B A A 継続保全 当面継続 事後保全

45 65 20 C C A A A A 更新検討 廃止検討 廃止検討 解体済（令和２年度）

49 65 16 C C A A C C あり方検討 あり方検討 事後保全

7 65 58 A B A A B A 継続保全 再編検討 事後保全

40 80 40 C B A A C X 利用検討 あり方検討 事後保全

6 65 59 A B B C B A 継続保全 再編検討 事後保全

5 65 60 A A C A A A 継続保全 当面継続 事後保全

4 65 61 A A A A A A 継続保全 当面継続 事後保全 「公園施設長寿命化計画」に基づき維持整備

3 65 62 A B A C B A 継続保全 再編検討 事後保全

39 65 26 C B A A B X 継続保全 再編検討 事後保全

0 65 65 - - - - - - - 当面継続 － 民間事業者において維持管理

3 65 62 A A D A A A 更新検討 当面継続 事後保全

2 65 63 A A A B A A 継続保全 再編検討 事後保全

1 65 64 A A A A A X 継続保全 再編検討 事後保全

1 65 64 A A A A A A 継続保全 当面継続 計画保全

1 65 64 A A C A A X 継続保全 当面継続 事後保全

0 65 65 A A A A A X 継続保全 再編検討 事後保全

27 80 53 A B C A B A 継続保全 当面継続 事後保全

56 80 24 C B C A B A 更新検討 当面継続 事後保全

31 80 49 A B A A B A 継続保全 当面継続 事後保全

51 80 29 A B C A B A 継続保全 当面継続 事後保全

43 80 37 C B C C B A 更新検討 当面継続 事後保全

40 80 40 A B D A B A 更新検討 当面継続 事後保全

40 80 40 C B D B B A 更新検討 当面継続 事後保全

12 80 68 A B C A A A 継続保全 当面継続 事後保全

37 80 43 A B C B B A 継続保全 当面継続 事後保全

23 80 57 A B A A B A 継続保全 当面継続 事後保全

26 80 54 A B D B B A 更新検討 当面継続 事後保全

39 80 41 A B A A B A 継続保全 当面継続 事後保全

62 80 18 A A A A A B 継続保全 再編検討 再編検討

48 80 32 A B C A B A 継続保全 当面継続 事後保全

5 65 60 A A B A A D 利用検討 当面継続 事後保全

29 80 51 A B D C B A 更新検討 当面継続 事後保全

20 80 60 A B D A A A 更新検討 当面継続 事後保全

4 65 61 A A A B A A 継続保全 当面継続 事後保全

3 65 62 A A A B A A 継続保全 当面継続 事後保全

4 65 61 A A C A A A 継続保全 当面継続 事後保全

29 80 51 A B A A B A 継続保全 当面継続 事後保全

40 65 25 C B A B B A 継続保全 当面継続 事後保全

25 80 55 A A D A B A 更新検討 当面継続 事後保全

0 65 65 A A A A A X 継続保全 当面継続 事後保全
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「施設評価」の評価の視点 

 

【一次評価（「施設カルテ」における簡易評価）】 

 

 一次評価は、以下の６項目の各データについて、以下のＡ～Ｄの４段階に

区分し、その結果から、各施設の維持管理の方向性を自動的に示します。 

※「施設カルテ」のシステムにおいて計算 

 

   ●Ａ・・・良好 

   ●Ｂ・・・おおむね良好 

   ●Ｃ・・・やや課題がある 

   ●Ｄ・・・課題がある 

●Ｘ・・・データが無い、または評価対象外 

 

 ■評価の視点 

ア 建物劣化度 

施設の躯体（建物の構造部）が丈夫であるかどうかについて、「耐震性

能」や「経年」などのデータから評価。 

イ 建物管理度 

施設が安全な状態で管理されているかどうかについて、「躯体の劣化

状況診断」や「消防点検」等の結果から評価 

ウ 設備管理度 

施設が快適に利用できるかどうかについて、「設備の劣化状況診断」

や「ユニバーサルデザインの対応状況」等から評価 

エ 立地環境度 

 施設が便利な場所に設置されているかどうかについて、「施設周辺の

人口密度」や「ハザードマップ上の位置」等の状況から評価 

オ 運用費用度 

 施設にかかる経費の状況について、光熱水費や委託料等の「維持管理

経費」や「修繕・工事費」等から評価。 

参考資料 
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カ 施設活用度 

施設の利用状況について、開所日数や利用時間による「稼働率」や、

利用者数などによる「利用率」等から評価。 

 

■ 整備の方向性 

評価項目ア～カまでの６項目をもとに、「整備の方向性」を評価 

整備の方向性 内容 

継続保全 建物及び設備・サービスの状態は概ね良好 

更新検討 
建物の耐震化や大規模改修など、安全性や性能の

向上に取り組む必要がある 

利用検討 

内装や設備の修繕、ユニバーサルデザイン化な

ど、設備や機能の改修やサービスの見直しによる

利用率の向上等に取り組む必要がある 

用途廃止 

建物や設備の大規模な改修やサービスの見直し、

廃止等も含め、総合的に施設のあり方を検討する

必要がある 

 

 

※参考：一次評価の評価項目（イメージ図） 
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【二次評価（公共施設等総合管理推進会議・推進本部における評価）】 

 

 ■評価の視点 

 

 【視点１】建物の状態（品質） 

 経年劣化は進んでいるか（地図上で赤、または黄色） 

 「施設評価シート」の建物評価が「施設改修」・「設備改修」・「用途

廃止」でないか 

 ５～10年のうちに大規模改修や建替え等が予定されていないか 

 【視点２】サービス提供の状態（供給） 

 「施設評価シート」のサービス評価が「複合・集約」・「手法検討」・

「廃止検討」でないか 

 稼働率や利用率はどうか。空き室等はないか 

 エリア内に類似の用途の施設や稼働率等が低い施設、空き室のある施

設がないか 

 【視点３】コスト管理の状況（財務） 

 他の類似用途の施設と比較して収支の状況はどうか 

 将来の維持管理経費の見込みはどうか 

 維持管理コスト削減のため、有効な取り組みが実施（または予定）さ

れているか。（その余地はあるか。） 

 

■ 評価 

評価 内容 

当面継続 当面の間現在の施設・機能を維持する必要がある 

再編検討 
用途別や地域別での施設・機能の再編に向けた検討を進める

必要がある 

複合・集約 他施設との複合化や集約化を進める必要がある 

機能移転 他施設への機能移転を進める必要がある 

あり方検討 将来の施設・機能のあり方について検討を進める必要がある 

廃止検討 施設・機能の廃止に向けた検討を進める必要がある 
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【最終評価（本プランにおける各施設の整備方針）】 

 

 ■評価の視点 

  一次評価、二次評価の結果や今後の施設整備の実施予定、ワークショップ

等における市民の皆様の意見・アイディア等を踏まえ、公共施設等総合管理

推進会議・推進本部において、公共施設全体を俯瞰した総括的な視点から、

部局横断的な検討を行い、計画期間における各施設の整備方針を評価する。 

 

■ 評価 

評価 内容 

計画保全 
「予防保全」の考え方により目標使用年数を目安に物理

的な耐用年数を迎えるまで長寿命化を図る。 

事後保全 

必要最小限の修善により最低限の安全性や快適性を維持

しながら、将来の機能や配置、管理運営のあり方などに

ついて検討を進める 

再編検討 
他の施設・機能との複合化や集約化、多機能化など、将

来の再編に向けた検討を進める。 

廃止検討 施設・機能の廃止に向けた検討を進める。 
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資料２：「未来デザインワークショップ」開催実績 

 

 「公共施設再編プラン」における地域別再編プランの検討にあたり実施した「未来デザインワ

ークショップ」及び「未来デザインワークショップ 成果報告会」の開催実績は以下の通りです。 

 

 

１ 開催の目的 

「公共施設再編プラン」における地域別再編プランの検討にあたり、地区ごとの「将来の理

想の地域像」とその実現に向け必要な「活動」及び「活動拠点としての公共施設の活用のあ

り方（方向性）」についてワークショップを通して市民の皆様とともに考え、計画案へと反映

するとともに、各地区の地域の課題解決や活性化に向けた取組へとつなげる。 

 

 ２ 対象者 

  （1） 未来デザインワークショップ 令和元年度開催 

…対象地区にお住いの中学生以上の市民の方（市内に通勤・通学している人を含む） 

 ※公募による自由参加 

  （2） 未来デザインワークショップ 地区別成果報告会 令和２～３年度開催 

…各地区の地域活動団体（区長会、各種団体など）等、地域の代表の方 

 ※地区の各種団体等へ案内し、代表の方が参加 

（3） 未来デザインワークショップ成果報告会【全体会】 令和３年度開催 

…市民の皆様 

 

３ 内容 

（1）未来デザインワークショップ 

・地域の課題や資源をもとに、将来の理想の姿等を描き、理想の実現に必要な活動や活動拠

点としての公共施設等の活用のアイディアなどを考える。令和元年度実施。 

※全２～３回のワークショップ形式で検討 

※地区公民館の設置範囲を基本に、市内を北（北公民館、一箕公民館）、中央（中央公民

館、東公民館）、南（南公民館、大戸公民館）の３つに分け、複数地区合同で実施 

（2）未来デザインワークショップ 地区別成果報告会 

・未来デザインワークショップでまとめた意見やアイディア等の成果を、地域活動を主体的

に担っている地域活動団体（区長会、各種団体など）の代表の方へ共有するとともに、そ

れらのアディアや取組を今後の地域の課題解決や活性化に向けた取組へ活かす方法や、地

域と市、地域どうしのあり方などについて意見交換する。令和２～３年度実施。 

  ※ワークショップ等を交えながら、全１～２回の意見交換会を開催 

 ※地区公民館の設置範囲を基本に、地域活動の状況や組織体制などを踏まえ、地区ごとに

実施（新型コロナウイルス感染症対策として小規模での開催とした。） 
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（3）未来デザインワークショップ成果報告会【全体会】 

・「公共施設再編プラン（案）」の内容の説明や、未来デザインワークショップの各地区の成

果の共有、各地域の取組状況の共有などを行いながら、今後の公共施設の再編・活用推進

の取組の進め方等について、有識者を交えて意見交換する。 

 

 

４ 協力 

  （1）公共施設マネジメントに関すること 

    公立大学法人 前橋工科大学 准教授 堤 洋樹 氏 

  （2）ワークショップの企画・運営に関すること 

    一般社団法人 シビックテック・ラボ 市川 博之 氏、市川 希美 氏 

    市民ファシリテーター  德納 弘和 様、島影 亮輔 様、高野 サヨ 様、筑波 央子 様、 

佐藤 絵美 様、大塚 啓子 様、星 浩子 様 

鈴木 音羽 様（長岡造形大学） 

竹内 葉留子 様（長岡造形大学） 

 

５ 周知方法 

(1）未来デザインワークショップ 

  ホームページやチラシ等により広く参加者を募集。 

・各種広報媒体 ホームページ・フェイスブック、マスコミ等 

・郵送等    公民館を通した各町内会への周知、区長、地域づくり組織、 

各小中学校、ＰＴＡ、市内保育施設、県立葵高等学校生、 

会津若松商工会議所、福島県建築士会会津支部、市政モニター 等 

・チラシ設置  公民館やコミュニティセンターなど 

 

（2）未来デザインワークショップ 地区別成果報告会 

地区の団体等へ個別に参加を依頼。 

 

(3）未来デザインワークショップ成果報告会【全体会】 

  ホームページやチラシ等により広く参加者を募集。 

・各種広報媒体 ホームページ・フェイスブック、マスコミ等 

・郵送等    「未来デザインワークショップ」に参加いただいた各町内会、区長、

地域づくり組織等への周知 

・チラシ設置  公民館やコミュニティセンターなど 
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６ 取組の経過 

 

（1）「未来デザインワークショップ」 

 月 日 内 容 場 所 参加者数 

１ 
令和元年 

10月 17日（木） 

まちづくりセミナー 

（全地区対象） 

※キックオフとなる全地区 

合同の勉強会 

若松第二中学校 41名 

２ 
令和元年 

11月 23日（土） 

北エリア第１回 

（一箕・北公民館区） 
北公民館 11名 

３ 
令和元年 

11月 24日（日） 

南エリア第１回 

（南・大戸公民館区） 
南公民館 20名 

４ 
令和元年 

12月 14日（土） 

北エリア第２回 

（一箕・北公民館区） 
一箕公民館 11名 

５ 
令和元年 

12月 15日（日） 

南エリア第２回 

（南・大戸公民館区） 
南公民館 17名 

６ 
令和２年 

１月 11日（土） 

中央・東エリア第１回 

（中央・東公民館区） 

生涯学習総合 

センター 

31名 

７ 
令和２年 

１月 25日（土） 

中央・東エリア第２回 

（中央・東公民館区） 
26名 

８ 
令和２年 

２月９日（日） 

中央・東エリア第３回 

（中央・東公民館区） 
24名 

合 計 181名 
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（2）未来デザインワークショップ 地区別成果報告会 

 地区名 月 日 場 所 対象団体 参加者数 

１ 中央公民館区 
令和２年 

12月 19日（土） 

生涯学習総合 

センター 
区長会等 27名 

２ 
北公民館区 

(永和小学校区) 

令和２年 

11月８日（日） 
永和小学校 

永和地区地域 

づくり協議会等 
20名 

３ 
神指分館区 

（神指小学校区） 

令和２年 

10月 10日（土） 

11月 14日（土） 

中央公民館 

神指分館 
区長会 16名 

４ 南公民館区 

令和２年 

11月 26日（木） 

12月 18日（金） 
南公民館 

区長会、 

各種団体、 

学校、PTA 等 

20名 

５ 大戸公民館区 

令和２年 

 ８月 20日（木） 

～12月３日(木) 

（全５回） 

大戸公民館 
大戸地区地域 

活性化協議会 
30名 

６ 一箕公民館区 
令和３年 

３月 22日（月） 
一箕公民館 

区長会、 

各種団体、 

学校、PTA 等 

20名 

７  東公民館区 
令和３年 

 ６月 18日（金） 
東公民館 

 東山・人と 

 地域をつなぐ会 
18名 

合 計 151名 

 

 

（3）未来デザインワークショップ成果報告会【全体会】 

日時 内容 会場 参加者数 

令和３年７月 16日（金） 

～20日（火） 

10：00～17：00 

※最終日は 15：00終了 

オープンハウス 

※展示会 

生涯学習総合センター 

市民ギャラリー 
36名 

令和３年７月 17日（土） 

13：30～16：00 
成果報告全体会 

生涯学習総合センター 

研修室５・６ 

※自宅、地区公民館等

からのオンライン 

参加も含む 

31名 

合 計 67名 
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７ 取組の成果（まとめ） 

各地区において実施したワークショップにおいて参加者の皆様から、様々なご意見

やアイディアをいただきました。 

それら総合すると、以下の３点となります。 

   ● 全地区共通の課題として、将来の機能の集約化や複合化の前に、地域コミュニ

ティの維持や地域の活性化に向け公共施設等の資産をより有効に活用するこ

とが重要 

   ● 「公共施設」だけではなく、集会所などの地域の施設に加え、空き家や空き

店舗、史跡・寺社等の地域資源を活かして交流の場を生み出す取組も必要。 

   ● 現在、各地域が抱えている課題の解決のためにはハード整備だけでなく、活動

の充実化や持続可能な組織体制の構築、若者の参加や担い手の育成といったソ

フト面の支援の充実が必要 

 

 

上記を踏まえ、「公共施設再編プラン」における地域別の施設再編の基本方針につ

いて、以下の通りにまとめました。 

 

● 地域別の施設については、面積が大きく、地域の中心的な施設である「学校」

の長寿命化を進めながら、地域活動の拠点となる公民館やコミュニティセン

ター等との連携・利活用の推進など、地域の施設全体のあり方について、住

民の方々とともに検討していきます。 
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参考：地区ごとの検討内容と検討結果の概要 

（1）未来デザインワークショップ 

① まちづくりセミナー ～ 考えよう公共施設のアカルイミライ ～ 

開催日時 令和元年 10月 17日（木）18：00～20：00 

場  所 第二中学校 はだしの広場 

参加者数 41名 

主な内容 

● 本市の取組の説明（市長） 

● 講演「住民協働で進める公共施設マネジメント」 

  講師：前橋工科大学 堤洋樹 准教授 

● 先進事例 

「施設活用の先進事例（北会津・河東・湊）」 

  発表：みんなと湊まちづくりネットワーク 

     鈴木 隆良 事務局長 

● 意見交換 

「みんなで考える公共施設の明るい未来」 

まちや公共施設について、何もしない場合の未来や、施設を利活用する 

アイディアなどについて考える。 

進行：コードフォージャパン 市川 博之 氏 

   シビックテック・ラボ 市川 希美 氏 

市民ファシリテーター 

主な意見 

● 学校を勉強するだけの場所ではなく、公共施設として地域の活性化に 

つながるような施設に変える 

● 大人だけではなく、子ども・学生などが中心となって運営することで、 

若い人の利用者を増やす 

● 公共施設で食事・物販ができると、地域でお金がまわる 

● 多くの施設を一つにまとめることで、その一つの利用頻度があがり、 

活性化につながる 
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② 北エリア（一箕・北公民館区） 

開催日時 
第１回：令和元年 11月 23日（土）13:30～15:30 

第２回：令和元年 12月 14日（土）13:30～15:50 

場  所 
第１回：北公民館 

第２回：一箕公民館 

参加者数 第１回：11名、 第２回：11 名 

主な内容 

● 本市の取組の説明 

● 10/17まちづくりセミナーの振り返り 

● 意見交換（ワークショップ） 

① 地域の課題、資源を考える。 

② 地域の良い未来とよくない未来を考える。 

③ 地域の良い未来にするためのアイデアを考える。 

④ 理想の地域像の実現に向け地域、行政、民間ができることを考える。 

進行：コードフォージャパン 市川 博之 氏 

   シビックテック・ラボ 市川 希美 氏 

市民ファシリテーター 

 ※①・②を第１回、③・④を第２回で検討 

主な意見 

【北公民館区】 

● 歴史ウォーキングなど史跡を活用したイベント等を官民連携で実施 

● 小学校を活用し、子どもたちと一緒に、農産物のブランド化や地産地

消を推進 

● 公民館を市内の方も立ち寄れる場として活用 

● 住宅地の整備やアピオと連携したイベントの実施 

 

【一箕公民館区】 

● 公園や学校（大学なども）、公民館等を地域で自由に活用し、多世代

交流や地域の文化等を継承する 

●古墳、石部桜などの自然や歴史資源の活用する 

●病院や地域企業等との連携し働く場を創出する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

180 

③ 南エリア（南・大戸公民館区） 

開催日時 
第１回：令和元年 11月 24日（日）10:00～12:00 

第２回：令和元年 12月 15日（日）10:00～12:30 

場  所 南公民館 

参加者数 第１回：20名、 第２回：17 名 

主な内容 

● 本市の取組の説明 

● 10/17まちづくりセミナーの振り返り 

● 意見交換（ワークショップ） 

① 地域の課題、資源を考える。 

② 地域の良い未来とよくない未来を考える。 

③ 地域の良い未来にするためのアイデアを考える。 

④ 理想の地域像の実現に向け地域、行政、民間ができることを考える。 

進行：コードフォージャパン 市川 博之 氏 

   シビックテック・ラボ 市川 希美 氏 

市民ファシリテーター 

 ※①・②を第１回、③・④を第２回で検討 

主な意見 

【南公民館区】 

● 子どもと農業体験（干し柿づくりなど）を通じて多世代交流を促進 

● 学校の空き教室を活用し、ゲーム大会や昔の遊び講座などを実施 

● 空き家を子どもの交流等として地域で活用 

● 地域のリーダー育成や農産物のブランド化など地域の力を融合！ 

 

【大戸公民館区】 

● 森林資源を活用し、みんなが美しい自然を楽しみに来る場所にする 

 （公園整備、ワークショップやイベントの開催など） 

● 教育を充実させて若者が住みよい街にする 

（小中一貫、地域資源を活かした魅力的な教育の実施など）  
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④ 中央・東エリア（中央・東公民館区） 

開催日時 

第１回：令和２年１月 11 日（土）13:30～15:30 

第２回：令和２年１月 25 日（土）13:00～15:00 

第３回：令和２年２月９日（日） 13:30～15:45 

場  所 生涯学習総合センター 

参加者数 第１回：31名 、第２回：26 名 、第３回：24名 

主な内容 

● 本市の取組の説明 

● 10/17まちづくりセミナーの振り返り 

● 意見交換（ワークショップ） 

① 地域の課題、資源を考える。 

② 地域の良い未来とよくない未来を考える。 

③ 地域の良い未来にするためのアイデアを考える。 

④ 理想の地域像の実現に向け地域、行政、民間ができることを考える。 

進行：コードフォージャパン 市川 博之 氏 

   シビックテック・ラボ 市川 希美 氏 

市民ファシリテーター 

 ※①を第１回、②を第２回、③・④を第３回で検討 

主な意見 

【中央公民館区】 

● 空き家を子ども・子育て世代や高齢者の憩い・活動の場等として活用 

● 学校の空き教室、空き時間を有効活用・コミュニティ機能の集約 

● 商店街や Aict 企業、会津大学生と連携して課題解決 

● 町内会組織のあり方や他地区との連携など地区組織のあり方の検討 

 

【東公民館区】 

● 地域サロンや学校の授業、仕事場として温泉を活用 

● 市や会津大学などと一緒に空き家の情報収集、発信、活用を推進 

● 立木の整理や展望台の設置など、背炙山の景観の活用 
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（2）未来デザインワークショップ地区別成果報告会 

① 中央公民館区 

開催日時 令和２年 12月 19日（土）13：30～15：30 

場  所 生涯学習総合センター 

対  象 区長会長等 

参加者数 27名 

主な内容 

● 本市の取組の説明 

● 未来デザインワークショップの振り返り 

● 意見交換（ワークショップ） 

地区の地域活動を整理しながら、共通の課題や取組・地域特有の課題や

取組について検討する 

進行：コードフォージャパン 市川 博之 氏 

   シビックテック・ラボ 市川 希美 氏 

市民ファシリテーター 

主な意見 

● 各地区の意見やアイディアを中央公民館エリア全体における「共通プロジ

ェクト」と「地域ごとのプロジェクト」に整理し、共通の課題やプロジェク

トについて地区同士で協力し合うことで解決や実現につなげる可能性などを

検討した。 

【主な共通プロジェクト】 

◆空家活用   ◆防災活動 ◆清掃活動 ◆児童生徒の登下校の見守り 

◆高齢者支援 ◆世代間交流の促進     など 
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② 北公民館区（永和小学校区） 

開催日時 令和２年 11月８日（日）10：00～12：00 

場  所 永和小学校 

対  象  永和地区地域活性化協議会及び「永和地区防災デー」の来場者 

参加者数 20名 

主な内容 
昨年度のワークショップの成果をもとに、「地域に必要」「やってみたい」

と感じる活動のアイディアを考える。 

主な意見 

● 学校の活用やアピオ等に立地する企業（リオンドールなど）との連携な

どの取組関心が集まった。 

 ⇒北会津・河東・湊・大戸地区などを参考に、「永和地区地域づくり協議

会」とともに、地域活性化につながる施設活用の取組や将来の活動拠点

のあり方等について検討を進めていく。 
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③ 神指分館区（神指小学校区） 

開催日時 
第１回：令和２年 10月 10日（土）18：30～19：30 

第２回：令和２年 11月 14日（土）18：30～19：30 

場  所 中央公民館神指分館 

対  象 区長会長 

参加者数 各 16名 

主な内容 

● 本市の取組の説明 

● 未来デザインワークショップの振り返り 

● 意見交換（ワークショップ） 

「未来デザインワークショップ」の成果を踏まえ、地域の課題や今後の

活動のあり方などについて意見交換する。 

主な意見 

● 地域の課題 

少子高齢化による子どもの減少と農家等の担い手不足、空家の発生 など 

● 今後必要な取組のアイディア 

◆ 市街化調整区域のあり方の検討 ◆ 神指城跡などの史跡の活用、 

◆ 神指分館の公民館的活用 

◆ 地域の取組を継続する「人材育成」や「組織づくり」 
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④ 東公民館区 

開催日時 令和３年６月 18日（金）18:00～19:30 

場  所 東公民館 

対  象  東山・人と地域をつなぐ会 

参加者数 18名 

主な内容 
「未来デザインワークショップ」の成果やこれまでの地域の取組等を踏ま

え、地域の課題や今後の活動のあり方などについて意見交換する。 

主な意見 

● 残したい活動 

 ・伝統（彼岸獅子、お湯かけまつり、史跡など） 

・活動（あいさつ運動、地区の運動会、お祭り、地域サロンなど） 

 ・教育・学び（教養講座、ミニ講演会など） 

● 足りない活動 

・地域のつながり（地区全体の交流、イベント、集会場所など） 

・美化活動（地域の清掃活動、緑化活動、温泉街の美化など） 

 ・こどもとの交流（遊び場、学校との交流、こどもの参加促進など） 

● 今後必要な取組 

 ・“もっと”つながる 

（つなぐ会やイベント、お祭りなどへの参加促進、多世代交流推進、 

 学びや生きがいづくりの推進 など） 

 ・人材育成（活動の担い手やボランティアの育成、助け合いの促進など） 

 ・未来のビジネス創出（伝統野菜の活用、温泉でうなぎの養殖など） 
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⑤ 南公民館区 

開催日時 
第１回：令和２年 11月 26日（木）18:30～19:30 

第２回：令和２年 12月 18日（金）18:30～19:30 

場  所 南公民館 

対  象  区長会、各種団体、学校、PTA等 

参加者数 各 20名 

主な内容 

● 本市の取組の説明 

● 未来デザインワークショップの振り返り 

● 意見交換（ワークショップ） 

「未来デザインワークショップ」の成果や、湊地区・大戸地区の事例な

どを踏まえ、地域の課題や今後の活動のあり方などについて意見交換す

る。 

主な意見 

● 地域の課題 

・子ども会活動の減少 ・地区が広い  ・役員の担い手不足 

・高齢化や核家族化    ・空き家の増加 

● 地域の資源・必要なもの 

 ・多世代交流の促進   ・有害鳥獣対策 

 ・コミュニティセンターの有効活用 

● 今後地域で検討が必要な取組 

・地区の区割りの見直し ・リーダー育成 ・若い世代の参画促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

187 

 

⑥ 大戸公民館区 

開催日時 

第１回：令和２年８月 20 日（木）18:30～20:00 

第２回：令和２年９月３日(木)  18:30～20:00 

第３回：令和２年 10 月１日(木) 18:30～20:00 

第４回：令和２年 11 月５日(木) 18:30～20:00 

第５回：令和２年 12 月３日(木) 18:30～20:00 

場  所 大戸公民館 

対  象 大戸まちづくり協議会 

参加者数 各 30名 

主な内容 

大戸地区の「地域ビジョン」策定ワークショップにおいて、未来デザイン

ワークショップの成果についても取り入れながら、地域の課題や解決策、

部会ごとの活動のアイディアなどを検討した。 

主な意見 

● 「地域ビジョン」に基づき、「産業部会」・「ほほえみふくし部会」・   

「すこやかちくりん教育部会」の３部会により、具体的な取組を進め、

地域資源をフル活用した将来にわたって安心して住み続けられるまち

づくりを進める。 
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⑦ 一箕公民館区 

開催日時 令和３年３月 22日（月）14:00～16:00 

場  所 一箕公民館 

対  象 区長会、各種団体、学校、PTA 等 

参加者数 20名 

主な内容 

● 本市の取組の説明 

● 未来デザインワークショップの振り返り 

● 意見交換（ワークショップ） 

地区の地域活動を整理しながら、共通の課題や取組・地域特有の課題や

取組について検討する 

進行：コードフォージャパン 市川 博之 氏 

   シビックテック・ラボ 市川 希美 氏 

主な意見 

● 一箕公民館区全体における「共通プロジェクト」と一箕・松長それぞれの

地区ごとのプロジェクト」に整理し、共通の課題やプロジェクトについて地

区同士で協力し合うことで解決や実現につなげる可能性などを検討した。 

【主な共通プロジェクト】 

◆ 若者・子どもの参画  ◆ボランティアやイベント等の組織体制の検討 

◆ 夏祭り等の地域の文化の継承 など 
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（3）未来デザインワークショップ成果報告会【全体会】 

開催日時 

① オープンハウス（展示会） 

令和３年７月 16日（金）から７月 20日（火） 10：00～17：00 

※最終日のみ 15：00まで 

② 成果報告全体会 

  令和３年７月 17日（土） 13：30～16：00 

場  所 生涯学習総合センター（市民ギャラリー、研修室５・６） 

対  象 市民の皆様 

参加者数 67名 

主な内容 

① オープンハウス（展示会） 

● 「未来デザインワークショップ」における各地区の取組の成果 

（成果品）の展示 

② 成果報告全体会 

● 「公共施設再編プラン（案）」の説明 

● トークセッション 

（1）「地域」を Re:デザインする ～持続可能な地域づくりを目指して～ 

各地区の活動内容や、今後の地域の施設の活用推進に向けた取組へ

の想い等について意見交換する 

【参加者】 

・みんなと湊まちづくりネットワーク 鈴木 隆良 様 

・大戸まちづくり協議会 白岩 源一 様 

・北会津地域づくり委員会 ボンド 亜貴 様 

・会津若松市第１地域包括支援センター 國分 千枝子 様  

（2）「公共」を Re デザインする ～「縮充」のまちづくりを目指して ～ 

「公共施設再編プラン（案）」の内容や今後の施設の再編・活用推

進に向けた市の取組の進め方等について意見交換する 

【参加者】 

・前橋工科大学 准教授 堤 洋樹 氏 

・コード・フォー・ジャパン 市川 博之 氏 

・会津若松市 財務部 副部長 押部 隆弘 
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主な意見 

● トークセッション（1） 

・公共施設が使いたいと思ったときに自由に使えない、利益を生む活動

（農産物の販売など）に制限がある、などが課題（湊地区、大戸地区） 

・地域に活動の場所がない。公共施設は利用料金がかかるので資金力が

ない団体などは活動が大変。（第一包括） 

・市には提案や意見をなげかけても返ってこないことが多い。しっかり

キャッチボールをしてほしい。（湊地区） 

・市としても、再編プランを契機に、地域の課題解決や活性化につなが

る公共施設の活用の取組を進めていく。ご意見を踏まえ、特に、地域の

皆さんとのキャッチボールはしっかりと行っていきたい。（市） 

 

● トークセッション（2） 

・「再編プラン」について、一般論ではなく、具体的な内容になっていて

よい。アイディアの実現方法などは市民と一緒に考えていった方がよ

い。また、「領域」を越えて取組むという発想が重要。 

具体的な取組を実現していくためには、小さな取組からスタートし、

地道に協力者を得ていくことが重要。思ったら行動し、課題を一つ一つ

解決していくという地道な活動の積み重ねが、活動の達成感や熱量の向

上につながっていく。（堤准教授） 

・「代替」の視点を持ち、サービスの主体や代替手段についても検討して

いく必要がある。 

高齢化により、地域では 60代でも若手。高齢者をいかに巻き込むかが

重要。 

一方、若者は在宅ワーク等が広がればコミュニティの有無が生活する

場を選ぶ際のポイントになっていくはず。子どもたちが「ここにいたい」

というコミュニティを柔軟な発想でデザインしていってほしい。 

（市川氏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

191 

主な意見 

● グラフィックレコーディング 

 

 

 

 

 

作成：一般社団法人シビックテック・ラボ 市川 希美 

   会津若松市 大越 ひかり 
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◎ 地区ごとの検討結果や未来デザインワークショップ成果報告会【全体会】の詳細は、 

市ホームページで公開しています 

【 未来デザインワークショップの各地区の成果品 】 

    URL http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2021031000027/ 

 

 

【 未来デザインワークショップ成果報告会【全体会】の内容 】 

    URL https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2021061600037/ 
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資料３：地域の課題解決・活性化に向けた公共施設等利活用推進の取組事例 

～ 北会津・河東・湊公民館区の取組 ～ 

 

 

地域別再編プランにおいて「実施段階」に位置付けている北会津・河東・湊公民館区では、全市

的なモデルケースとして、平成 30年度から、地域づくり委員会といった各地区の地域組織との協

働により、支所や公民館といった地域の施設の有効活用等の取組を進めています。 

ここでは、その取組の概要をご紹介します。 

 

 

■ 検討段階の取組（平成 30年度）：３地区合同での住民ワークショップ 

平成 30 年度、北会津地域づくり委員会、河東地域づくり委員会、湊地区地域活性化協議会

（現：みんなと湊まちづくりネットワーク）との協働により、地域住民全体を対象とした勉強

会やワークショップを開催し、地域の課題解決や活性化につながる公共施設等の活用のアイデ

ィアを検討しました。 

 

（取組の経過） 

取組 主体・場所・参加者数 主な内容 

第１回 

勉強会 

（6/17） 

３地域合同開催 

会場：河東支所 

参加者数：33名 

（北会津 6、河東 18、湊 5、 

短大生 4） 

●本市の現状や課題などの基礎知識や先進地の 

取組などの情報共有 

●各地区の課題や地域活動の状況等について

意見交換を行い、将来のまちづくり・地域像

等について理解を促進 

 ※協力：会津大学短期大学部、前橋工科大学 

第２回 

勉強会 

（7/26） 

北会津・河東地域の合同開催 

会場：北会津支所 

ピカリンホール 

参加者数：18名 

（北会津 9、河東 9）    

※7/26以降は、大学生等は各地区に含む 

●実施予定の地区別ワークショップの目的や

内容、進め方等について理解を深めた 

 ※協力：前橋工科大学 

第１回 

ＷＳ 

（8/4） 

北会津・河東地域合同 

会場：河東学園センター 

参加者数：40名 

（北会津 16、河東 24） 

●地域の魅力や財産（自然、産業、イベント、人

材など）の発掘 

●今後の魅力的な地域づくりにむけたアイディ

ア出し 

 ※協力：会津大学短期大学部 
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取組 主体・場所・参加者数 主な内容 

第２回 

ＷＳ 

（8/19） 

３地域合同 

会場：湊公民館 

参加者数：38名  

（北会津 14、河東 14、湊 10） 

●地域で行われている活動の洗い出し 

●地域の課題解決に向け、必要な活動、やってみ

たい活動のアイディア出し 

 ※協力：前橋工科大学 

第３回 

ＷＳ 

（9/9） 

３地域合同 

＠北会津支所ピカリンホール 

 

参加者合計 46名 

（北会津 16、河東 20、湊 10） 

●地域に必要な「機能」の洗い出し（活動から機

能へ置き換える） 

●今後の魅力的な地域づくりにむけ、必要となる

「機能」の再配置のアイディア検討 

 ※協力：前橋工科大学 

第４回 

ＷＳ 

（10/6） 

３地域合同 

＠河東公民館 

 

参加者合計 53名 

（北会津 19、河東 23、湊 11） 

●地域で、維持・実現させたい活動を３つ考える

（市への提案） 

●活動を維持・実現するために自分たちができる

ことについて考える 

 ※協力：会津大学短期大学部、前橋工科大学 
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（ワークショップの成果・主な意見） 

中学生、高齢者等の年代別のグループに分け、様々な意見やアイディアを出し合いながら、

３地域合同で開催することにより、今後の地域活動のあり方、公共施設の有効活用について

より一層、考えを深めることができました。 

地区 主な意見・アイディア 

北会津 

公民館区 

●支所の会議室等の活用 

●支所展望台でのカフェやサロン活動の実施 

●農産物直売所や若い世代の参加・多世代交流につながる場づくり など 

河東 

公民館区 

●支所の会議室や公園、学校（学園センター）等の施設の活用促進 

●広田駅周辺の活性化 

●地域のボランティア活動などへの参加促進           など 

湊 

公民館区 

●基幹集落センターや小学校の活用促進 

●直売所やカフェなど人の集まれる場づくり 

●交通や医療の充実                      など 
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■ 実施段階の取組（令和元年度～）：地域組織ごとの試行的な取組 

北会津、河東、湊の３地区では、平成 30年度の住民ワークショップの成果を踏まえ、令和元

年度から、それぞれで意見やアイディアの実現に向けた取組を進めています。 

 

地区 主な取組 

北会津 

公民館区 

● 令和元年度 

・北会津支所３階旧議員控室や旧議場において「北会津スポーツ民謡会」の 

活動や「歴史講演会」などの取組を試験的に実施 

・上記の取組の成果を踏まえ、住民ワークショップにより更なる施設活用の 

アイディアを検討 

● 令和２年度 

・地域組織（北会津地域づくり委員会）の行動計画である「地域づくりビジ

ョン」策定に向けた検討を行い、事業計画等へ施設活用の取組等を盛り込

む 

 

 

河東 

公民館区 

● 令和元年度 

・河東学園センターにおいて「地域ふれあいピアノコンサート」を開催 

・河東地域公共施設の未来を考える会（全２回）を開催し、住民ワークショ

ップにより更なる施設活用のアイディアを検討 

● 令和２年度 

・地域組織（河東地域づくり委員会）の行動計画である「地域づくりビジョ

ン」策定に向けた検討を行い、事業計画等へ施設活用の取組等を盛り込む 

・広田西公園にバスケットゴールを試験的に設置 

・河東支所３階旧議場において「朗読劇を楽しむ会」を試験的に開催 
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地区 主な取組 

湊 

公民館区 

●令和元年度～ 

・湊基幹集落センター内に「みなとの案内所」を設置し観光案内等を実施し

ながら、更なる活用の推進に向け、市と地域とで検討を進めている。 

 

 

 

 

◎ ３地区の取組は、市ホームページでもご紹介しています 

    URL https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2021031000034/ 
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