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都市計画マスタープラン演習 課題 F班 2023年 11 月 1日(水) 

公共施設等再編・インフラアセットマネジメント 
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TA：林佑香 

１．はじめに 

公共施設再編・インフラアセットマネジメント

として対象とするものは『土浦市公共施設等総合

管理計画』に従って選定した。この公共施設とイ

ンフラ施設の区分は「公共施設等の適正管理の更

なる推進について（総務省事務連絡）平成 30年

4 月」における明確な区分によるものである。 

 

2．インフラ施設 

2-1. 道路 

【現状】 

令和 3 年 3 月 31 日現在、市道の実延長は

1,530,104m、舗装道は 1,196,673m、舗装率は

78.2%である[49]。道路の実延長は、平成 26 年度と

比べて一級市道、二球市道及びその他の市道すべ

て増加している。 

令和２年度に行われた土浦市民満足度調査によ

る現状評価では、「通学路、歩道、ガードレールの

整備や信号機の設置など交通安全対策」の項目に

対する市民の評価は、重要度は高いが満足度が低

い、という結果となった[4]。 

 

【課題】 

 市民満足度調査の結果より、安全な歩行者空間

や道路幅員を確保するため、主要幹線道路や狭隘

な生活関連道路を改良及び舗装整備するとともに、

交通安全施設や歩道の整備を行っていく必要があ

る。 

 

【土浦市の方針】 

・道路新設改良事業[36] 

幹線道路の拡幅改良工事、歩道整備や生活道路・

狭隘な市道の拡幅工事、舗装工事、交通安全施

設工事等を計画的に進めることにより、道路機

能の向上と市全体の道路網確立を図る。 

・土浦市通学路安全プログラム[37] 

危険箇所調査や合同点検の結果によって明らか

になった対策必要箇所について、箇所ごとに、

道路拡幅・カラー舗装・歩道・注意喚起看板・横

断歩道および信号機設置等のハード対策や、交

通規制や交通安全教室のようなソフト対策など

対策必要箇所に応じて具体的な実施メニューを

検討し実施する。対策後の効果把握も行い、こ

れらの取り組みを PDCA サイクルとして繰り

返し実施し、通学路の安全性の向上を図る。 

 

【提案】 

 土浦市通学路安全プログラムにおいて、より効

果的かつ効率的な対策の立案や実施ができるよう、

ビッグデータを活用した生活道路の交通安全対策

を提案する。危険箇所点検や合同点検によるヒヤ

リマップ等の生活感覚に基づく情報と、速度超過

や急ブレーキ発生箇所等のビッグデータに基づく

科学的情報を重ね合わせることで、身近な道路の

交通環境をみえる化し、対策実施に向けた合意形

成の促進が期待される。 

 

2-2. 橋梁 

【現状】 

現在、土浦市では 240 橋の橋梁と、4 橋の歩道

橋を管理している。建設年が判明している 69 橋で

分析を行うと、高度経済成長期を背景として 1970
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年代から 1980 年代にかけて建設された橋梁が多

い[35]。よって、近い将来に橋梁の寿命である建設

後 75 年を迎え、更新時期が集中することが予想さ

れる。 

 

【課題】 

 これらの橋梁は今後老朽化し、更新による財政

負担が大きくなることが懸念される。そのため、

計画的かつ予防的な修繕を行い、橋梁の長寿命を

図り、老朽化する橋梁の維持管理コストの縮減と

予算の平準化を行うことが必要である。 

 

【土浦市の方針】 

橋梁の耐震性の向上を図り、災害時における緊

急輸送道路等を確保するとともに、計画的かつ予

防的な修繕を行うことで道路交通の安全性を確保

するため、橋梁耐震対策・長寿命化修繕事業を実

施している。全管理橋梁 240 橋のうち、橋長 15m

以上の橋梁および重要路線に係る橋梁 79 橋が対

象であり、橋梁の健全度（損傷程度）と重要度（市

街地区分、交通量）を考慮して補修の優先順位は

定められている[36]。 

 

【提案】 

 投資的経費の削減案として AI による橋梁点検

を提案する。スマホやデジカメなどで撮影した画

像と点検橋梁の諸元情報などから AI が劣化要因

の判断と健全度診断を行うことで、担当者の経験

値による差異が生じがちであった点検結果のバラ

つき抑制にもつながるだろう。 

 

2-3. 駐車施設 

【現状】 

現在、土浦市は 6 ヶ所の駐車場と 8 ヶ所の自転

車駐輪場を有しており、荒川沖駅東口臨時自転車

置き場については市で場所を確保している臨時自

転車駐輪場となっている[31]。 

駐車場は土浦駅周辺に 4 ヶ所、荒川沖駅前に 2

ヶ所あり、稼働率（1 日平均駐車台数/収容台数）

にはばらつきがあるものの、6 ヶ所すべての駐車

場で収益的収支比率は 100 を超えていた[33]。 

土浦市自転車のまちづくり構想より、自転車駐

輪場の利用率は土浦駅西口第 2 自転車駐車場が

37.4%と非常に低い。また、市内放置自転車撤去台

数は荒川沖駅周辺と土浦駅周辺の撤去台数が全体

の 9割を占めている[32]。 

 

【課題】 

 駐車施設の整備と駅周辺における放置自転車の

対策を行う必要がある。 

 

【土浦市の方針】 

・土浦市駐車場整備事業経営戦略[33] 

料金改定や指定管理者制度の導入により、利用

率や満足度向上を図る。 

・自転車等放置禁止区域の指定[34] 

駅周辺の交通環境の確保のため、土浦駅、神立

駅および荒川沖駅周辺の路上を自転車等放置禁

止区域に指定し、放置自転車等の撤去を行なっ

ている。放置禁止区域以外の場所でも、公共の

場所での放置自転車は撤去対象としている。 

 

【提案】 

 荒川沖駅東口第 2 臨時駐車場の駐車台数 386 台

と放置台数 177台を合わせた駐車需要 553台に対

して、収容台数は 500 台と不足しているので、新

規自転車駐輪場の整備が必要である。また、放置

自転車対策として短時間利用駐車場の導入を提案

する。現在、市営駐輪場の一時利用は 1 日あたり

の固定金額であるが、2 時間まで無料など無料利

用の時間を設定し、それ以降は時間単位で課金す

ることで、短時間利用者の駐車利用を促進する。 

 

2-4. 上下水道 

【現状】 

 土浦市は霞ヶ浦・新治の浄水場から市内４つの
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配水場を経て市内全体に水を供給している。普及

率は上水道で 97.5％、下水道で 88.2％であり、こ

れは全国の普及率と比べて高い水準である。収益

的収支は上下水道ともに黒字を計上している[1]。 

独立採算に基づく上下水道事業の現状としては

財政的に厳しい状態で管路・施設の更新が追い付

いていない状態である。水道管の耐用年数は 40年、

下水道管の耐用年数は 50年であり、水道管では令

和元年時点で約 16％が耐用年数を超過している。

さらに令和 10 年時点で管路の約 43％が耐用年数

を超過する見込みであり、下水道管でも今後 10年

～20 年で大規模な更新の波が来ることがわかっ

ている。しかし、上水道の管路更新率は直近 5 年

間で 0.4~0.9％であり、財政的に厳しい状況である

ことがうかがえる。実際に、今後 40 年間の更新費

用は約 1285 億円で、これは年平均約 32 億円に相

当するが、直近５年間の投資的経費は約 14.5 億円

であり、おおよそ２倍以上の費用が必要である。

この財源をどう確保するのか、中長期的な対策を

考える必要がある[1][39]。 

 

【課題】 

考えられる課題としては将来維持管理がしやす

く、耐震性の高い管種への更新が求められること、

効率的な管理のために人材などを踏まえた地域特

性を把握すること、水道広域化推進のための将来

像を明確にすることがあげられる。 

 

【土浦市の方針】 

 適切な維持管理のための土浦市の方針は、更新

の需要に対して重要度・優先度を踏まえて平準化

することとしている。実際に上水道では予測も行

っており、法定耐用年数で更新すると今後 40 年で

更新費用が約 1285 億円であるのに対して重要度・

優先度を踏まえると今後 40 年で約 364 億円とい

う予測が立てられている[39]。3 割ほど更新需要が

削減され、5年ごとの更新需要が約 50億前後で推

移する結果になっている。（図３） 

 

図 1 耐用年数で更新した場合と優先度順に更新

した場合の比較[39] 

 また民間活力の利用によって長期的な運営方式

の検討や人員の確保も必要であるとしている。官

民連携の体制にもさまざまな種類があり、将来予

測によって適切な運営体制を整えることが必要で

ある[39][40]。 

 さらに予防保全型管理として維持管理の状態を

適切に把握すること、耐久性への対応が求められ

ているとしている[1]。 

 

【指摘・提案】 

 指摘として考えたことは根本的な施策、革新的

な動向が行えない状況にあることである。技術的

な面で多くの判断を行わなくてはいけない水道事

業において、ジョブローテーションが多いことで

適切な管理体制となることを阻害してしまってい

ると考える。政治的な理由などから、水道料金の

値上げが難しいという根本的な状況もある。 

 今後のアセットマネジメントに必要と考えるこ

とを提示する。土浦市は広域化の推進の中で、他

の自治体と事業統合ではなく一部の要素で広域連

携を行う方針を定めるべきだと考える。これは事

業統合にはデータの一元化や料金体系の違いなど

問題が多いためである。考えられることとして、

他の自治体とともに技術力向上・確保、人材育成

のための広域連携を推進するべきであると考える。

適切な維持管理を行う中で今後はさらに官民連携

による運営は必要となる。このときに地域の実情

にあった適切な企業の選定を行えるよう、まずは

「ヒト」の観点から広域連携を行うことで判断力
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の身に着いた、時代の変化があっても柔軟に対応

できる人材を確保することに努めるべきだ。 

 

2-5. 公園 

【現状】 

 土浦市には都市公園が 51 箇所あり、延べ面積は

85.78haとなっている。市民一人当たりの公園面積

は 6 ㎡であり、これは県平均の 9.3 ㎡を下回って

いる[3]。 

また、土浦市は公園里親制度というものがある。

これは、市民が日常利用している公園の掃除や植

栽の手入れなどの緑化・美化運動を支援する制度

である。この制度の認証団体は平成 30年度時点で

5 団体となっている[41]。 

令和２年度に行われた土浦市民満足度調査では、

「公園、子どもの遊び場などの整備」という項目

に対する市民の評価は、重要度は高いが満足度が

低いという結果になっている[4]。 

 

【課題】 

 都市公園法施行令 第１条の２（住民一人当た

りの都市公園の敷地面積の標準）及び、土浦市都

市公園条例 第２条の３（住民１人当たりの都市

公園の敷地面積の標準）において、住民１人当た

りの都市公園の敷地面積の標準は、10平方メート

ル以上とする旨の規定があり、この達成を目指す

必要がある。 

 また、公園里親制度により市民による公園の整

備の参画が期待され、これにより維持に管理費の

削減が見込まれる。よって公園里親制度の認証団

体の増加が必要である。 

 満足度調査から分かる通り、市民が公園や子ど

もの遊び場に関して満足していないということが

挙げられる。また、この原因は明らかではない。 

 

【土浦市の方針】 

 土浦市第８次総合計画より、令和 9 年度までに

市民一人当たりの公園面積を 7 ㎡に増やすことを

目標値としている。同じく、令和 9 年度までに公

園里親制度認証団体数を 10 団体に増やすことが

目標値である[3]。 

 現在の計画としては、城名運動公園及び(仮称)

赤池公園の整備計画があり、現在用地交渉中との

こと。この他、民間開発行為等に伴う帰属により、

公園数・面積の増加を図るとされている。 

 

【指摘・提案】 

表 1 土浦市とつくば市の比較 

 土浦市 つくば市 

都市公園の数 51 209 

都市公園延べ面積 85.8ha 224.2ha 

市民一人当たりの面積 6 ㎡ 7.7 ㎡ 

 指摘・提案としてつくば市との比較を行う。つ

くば市は令和４年度市民アンケートにおいて公園

に対する評価が高い。よって比較することで土浦

市の公園の評価を上げる改善点が見つかることが

考えられる。 

 表を見て分かる通り、つくば市は都市公園の数

が約 4 倍、都市公園延べ面積は約 3 倍である。市

民一人当たりの公園面積はあまり変わらないが、

いずれも県平均を下回っている。この指標の中で

はつくば市の都市公園の数の多さが特徴的である。 

 以上のことから、土浦市の公園の改善は面積の

増加に限らず、公園の数配置が重要ではないかと

考えられる[42] [43]。 
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図 2 公園施設バッファー内人口 

 図は土浦市の人口メッシュデータと都市公園の

配置、加えて公園の周囲 600m にバッファーを設

けた図である。600m という数字は、一般的に徒歩

圏内と言われる徒歩 10分程度の距離である 800m

が、直線距離では約 600m であるという仮定のも

と設定した。この図を見て分かる通り、人口が多

いのにも関わらず公園の徒歩圏内に入っていない

地域が多いことが分かる。 

 
図 3 つくば市の公園施設分布 

 
図 4 つくば市の 

人口分布 

 一方つくば市について、人口メッシュデータと

公園の配置が合わせられなかったため比較しづら

いが、つくば市では人口の多い地域には非常に高

密度に公園が配置されていることが図から読み取

れる。このことから、人口の多い地域に高密度に

公園を配置することで市民の満足度が上がる可能

性があることが考えられる。よって、土浦市でも

そのような配置を目指すことを提案する。 

 

3．公共施設 

3-1. コミュニティ文化施設 

【現状】 

土浦市内にはコミュニティ・文化施設は 38 施

設存在している。[1] 

 土浦市公共施設等総合管理計画では築 40 年で

改修を行うとされている。現時点で築 40年以上

経過しているコミュニティ・文化施設は 24.4%あ

り、改修の計画が立てられており実施が始まって

いる。[1] 

【課題】 

今後 10年以内に築 40年に達する予定であるコ

ミュニティ・文化施設は 35.1%あり、現段階で改

修計画が未策定のものは 8 つある。 

【土浦市の方針】 
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土浦市では市民 1人当たりの公共施設保有量が

3.63 ㎡となっており県内の 10 万人都市平均 3.25

㎡と比較し多くなっている。また今後改修にかか

る費用の見通しは年平均で 78.3 億円となってお

り、直近 5 年間の更新費用の年平均である 46.1

億円と比較すると 30億円以上必要になる。以上

のことから土浦市では今後 30 年で公共施設の施

設保有量を 30％削減する目標を掲げている。 

また地区ごとの人口変化や多様化した市民ニーズ

に対応するため、施設の立地や機能の最適化を行

う方針である。[1][44] 

 
図 5 公共施設の更新費の推移 

【指摘・提案】 

築年数が 30年から４0年の施設のうち改修計画

が未策定の 8施設の位置関係を示す。[6][7] 

 

図 6 対象施設の地図 

○亀城プラザ 

大規模改修を行い利用を続ける。 

音楽ホールや市民広場等他施設での代用が困難な

施設がある。また 5 年以内に閉館予定の生涯学習

館の利用者の受け入れが予想されるため利用は継

続する。[6][44] 

○図書館三中地区分館 

大規模改修を行い利用を続ける。 

○図書館都和分館 

大規模改修を行い利用を続ける。 

○新治トレーニングセンター 

計画改修を行い利用を続ける。 

○武道館 

計画改修を行い利用を続ける。 

○観光案内所 

大規模改修を行い利用を続ける。 

JR 土浦駅の改札の外側に位置し、年利用者は約 2

万人で増加傾向にある。立地等変更せず利用を続

ける。[7] 

○農業センター 

別のエリアへ移転する。 

新治地区には、公民館や市役所の支所等行政施設

が多く集まるエリアがある。農業センターは市民

の健康相談室等市役所の支所との類似機能もある

ため同エリアへ配置することで市民が同時に利用

しやすくなる。 

 

図 7 対象施設の地図（２） 

○ネイチャーセンター 

運営を行っている事業者と改修工事を検討し利用

を続けること。 

 

3-2. 保健・福祉施設 

【現状】 

土浦市公共施設等再編・再配置計画によると、土

浦市内には 3つの保健施設と 9 つの福祉施設があ

る。福祉施設は、「高齢者に生活・健康等の相談

窓口や教養の向上およびレクリエーションの便宜

を総合的に供与し健康増進や生きがいづくりの
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場」となる老人福祉センター、「高齢者の生きが

い活動施設やデイサービスセンター、更に多くの

方々が利用できる多目的ホールや運動プールなど

を整備した複合的な施設」であるふれあいセンタ

ーながみね等がある。また、土浦市の高齢人口割

合は増加しており、今後も増加が見込まれてい

る。[44] 

 

図 8 土浦市の高齢人口割合 

【課題】 

福祉施設について、施設ごとに延べ床面積当たり

利用者数が少ない施設がある。高齢者の生きがい

創出や世代間交流の場として多くの市民に活用さ

れるべき施設であるため利用率の低い施設につい

て周知活動及び幅広い利用ができるよう活動や施

設の充実が必要である。 

表 2 福祉施設の純行政コスト 

 

【土浦市の方針】 

子供から高齢者まで、また障害の有無にかかわら

ずすべての市民が自立した生活を送れるよう住民

相互のつながりや公的なサービスの充実等により

地域全体で様々な生活課題を解決することを目指

す地域福祉に取り組んでいる。 

 

3-3. 子育て支援施設 

3-3-1. 保育施設 

【現状】 

令和 6 年度土浦市保育利用案内によると、令和

6 年 4月 1日時点で土浦市内には、44ヶ所の保育

施設がある[10]。その内訳は、公立保育施設が 5 ヶ

所(認定こども園：1 ヶ所、保育所：4ヶ所)、民間

保育施設が 39 ヶ所(保育園：17ヶ所、認定こども

園：12 ヶ所、地域型保育事業：10 ヶ所)となって

おり、民間の保育施設の数が多いことが分かる。

この背景には、公立保育施設のニーズ減少がある。

土浦市内の公立保育所は、平成 19年以降定員割れ

が続いており、平成 27 年には定員の 75%の児童

しか入所しなかった[11]。しかし、私立保育施設に

通う園児も合わせた園児の総数は、平成 28年から

令和 2 年にかけて上昇しており[12]、保育施設全体

が公立から民間へと移行していることがわかる。 

  

【課題】 

現存する保育施設は、荒川沖保育所、霞ケ岡保

育所、東崎保育所、神立保育所は築後 40 年以上、

天川保育所は築後 30 年以上を経過し、これまで

の改修が適切な時期に行われてこなかったことを

背景に老朽化が進んでいる[5]。こうした施設につ

いては改修する必要があるが、令和 4 年の策定委

員会検討対象施設の対象外となっている。 

また、廃止となった幼稚園については、土浦第二

幼稚園や大岩田幼稚園については跡地活用が進ん

でいる[13]一方で、都和幼稚園や新治幼稚園につい

ては活用されている様子が見て取れない。廃止さ

れた公立保育施設の跡地活用は今後の課題である。 

需給面からみても、土浦駅周辺には保育施設が充

実している一方で、都和幼稚園跡地周辺や荒川沖

駅の西側、木田余東台、おおつ野といった地域に

おいては、若年層人口が多いにも関わらず保育施

設が徒歩圏(理想的な通園時間である徒歩 9 分以

内[14])に無いことが分かる。 
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図 9 保育施設バッファーとメッシュ人口[10] 

 

【土浦市の方針】 

公立幼稚園については、すべて廃止されている

ほか、令和 5年 10月には、土浦幼稚園から移行し

た認定こども園「土浦幼稚園」が開園した[15]。 

公立の保育施設は、民間の保育施設に比べて運

営コストや利用者ニーズに十分対応できないこと

から、土浦市は、平成 28年 3月に「土浦市公立保

育所民間活力導入実施計画」を策定し、令和 2 年

度までの前期計画において、新生保育所、都和保

育所、新川保育所、桜川保育所、竹ノ入保育所の 5

所を廃止し、新川保育所を除き民営化した[11]。同

後期計画においては、霞ヶ岡保育所の民営化を実

施する予定となっている[12]。 

  

【指摘・提案】 

需給面から考えても、廃止された都和幼稚園を

保育施設として再利用することが保育水準を保つ

上でも必要であると考える。 

 

3-3-2. 児童館・児童クラブ 

【現状】 

小学生を対象とする児童館は、子ども達の安全

な居場所づくりと子育て家庭の交流の拠点として、

3 施設が北部地区・南部地区・新治地区に設置され

ている。また、児童クラブは、荒川沖小学校に隣接

する児童クラブ以外はすべて小学校の校舎もしく

は敷地内に設置されている。その他、幼児と親の

交流の場となっている子育て交流サロン（2施設）

や療育支援センターが整備されている[1]。 

 

【課題】 

・児童館については、築 49 年の都和児童館・築 40

年の新治児童館は、老朽化が進んでいる[5]。 

・児童クラブは、廃校に伴い機能廃止となった施

設が 4 施設ある[10]。 

 

【土浦市の方針】 

・老朽化が著しく、隣接する山ノ荘小学校の廃校

に伴い配置について懸念される新治児童館は、 施

設の廃止等についての検討が行われている[1]。  

・児童クラブは、廃校した学校については機能を

停止することを基本に、校庭に設置されている施

設を校舎へ移転する等の検討を進めている[1]。 

 

3-4. 学校教育施設 

【現状】 

・学校施設： 

 土浦市内には、小学校 15 校、中学校 10校、義

務教育学校 1校、高等学校 7校が存在する

[24~27]。そのうち、土浦市立の学校は、小学校 15

校、中学校 7校、義務教育学校 1校である[24]。 

少子化の進行により土浦市内の学校では児童生

徒数が減少しており、地域間で学校規模の格差が

生じている[16]。 

特に学校が小規模化すると、教員の配置数や学

校施設の非効率化といった教育の外的事項に悪影

響を与えるだけでなく、子どもたちが学業や部活

動で切磋琢磨する機会を損なう等の教育の内的事
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項にも悪影響を与える恐れがある。そのため、文

部科学省をはじめ、茨城県や土浦市では、公立

小・中学校の適正配置に関する方針を打ち出し、

標準的な学級数に満たない小規模校は、廃校すべ

きだとしている。 

ただ、標準的な学級数については、各主体で数

字が若干異なっている。 

国：学校基本法において標準的な学級数は、「12

学級以上 18学級以下」とされているが、「ただ

し、地域の実態その他により特別の事情のあると

きは、この限りではない。」との注釈もある[18]。 

県：小学校(1学年 1学級の学校(6学級)について

統合を検討すべき)、中学校(５学級以下の学校に

ついて統合や学区の見直しを行うべき)[19] 

市：小学校(12 学級以上が望ましい。統合を考え

る場合は 24学級以下)、中学校(9学級以上。統

合を考える場合は 18学級以下)[20] 

  

・教育施設：教育相談室：1 ヶ所、給食センタ

ー：1 ヶ所 

  

旧宍塚小学校の 2F には、何らかの理由で学校

へ行けない市内の児童生徒（原則 3 年生以上）に

対し、登校のお手伝いをする、『適応指導教室

「ポプラひろば」』がある[21]。また、旧宍塚小の

グラウンドや体育館といった他の施設は、市民の

スポーツ振興のための活動場所として開放されて

いる。 

新治庁舎跡地には、令和 2 年 9月より新たな給

食センターが整備された。土浦市立学校給食セン

ターでは、15 校の小学校、8 校の中学校（茨城県

立土浦第一高等学校附属中学校を含む）、1校の

義務教育学校に対し、約 10500 食の給食を提供

している[22]。 

  

【課題】 

市立小学校 10 校、市立中学校 6 校、市立義務教

育学校 1校が築後 40 年を経過しているほか、小学

校 3 校、中学校 1 校が築後 30 年を経過している

[5]。これは、市立小中義務教育学校のうち土浦小学

校と都和小学校の 2 校を除いたすべての学校施設

が築後 30 年を経過していることを意味しており、

施設の老朽化が急速に進んでいると考えられる。 

 

【土浦市の方針】 

土浦市内においては、平成 25年 2月に土浦市

教育委員会により発表された土浦市立小学校適正

配置実施計画[20]によって、平成 26 年から令和 2

年までの間に、3地区の 5 小学校 1 中学校が廃校

された。また、新治地区の 3小学校及び 1 中学校

は、統合され義務教育学校となった。小中学校の

廃止状況は以下の表の通りである。 

表 3 小中学校廃止状況[茨城県教育庁提供] 

 

 

また、上大津東小学校と菅谷小学校は、令和

10 年 4 月をめどに上大津東小学校の敷地とその

周辺に統合され、新たな小学校となることが決定

している。現在学校名の選定が行われており、令

和 6年 3 月頃には新校名が決定される予定である

[23]。  

 

3-5. 住宅施設 

【現状】 

 市営住宅は現在１４団地、１３５棟、１２０１

戸が稼働しているが[1]、老朽化が進んでいる建物

が多く存在する。そのうち、木造と簡易耐火造の

住棟は築５０年を超えており、木造の住棟につい

ては新規の入居を停止している。市営住宅全体の

入居率は平成２９年度の 90.2%から令和元年度に

は 83.7%まで下落している。 

 

【課題】 
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 老朽化が進んだ住棟については、改修または解

体をする必要がある。また、入居率低下している

ことについても、効率的な運営のため改善が必要

である。 

 

【土浦市の方針】 

 国交省住宅確保要配慮者世帯数推計支援プログ

ラム[29]によると、土浦市が用意すべき住宅は 780

戸と推計される。これは現在の 1201 戸を大きく下

回る数値であり、老朽化した住棟を廃止する余裕

があることから。市では木造・簡易耐火造の住棟

はすべて廃止することとしている。 

表 4 廃止予定の住棟[44] 

 

【提案】 

 他の地域や土浦市内における他の分野で用いら

れている「指定管理者制度」の導入を市営住宅に

おいても提案する。これは民間資本の活用によっ

て運営上の工夫や新たなサービスの提供を促すも

ので、業務委託に比べても事業者の裁量権が広く

設けられている。課題として、収益性が見込めな

ければ事業者は引き受けられないことや、業者の

選定のためにプロポーザル等を実施する必要があ

るため、入札で決定できる事業委託に対し、導入

までの手間がかかること等が挙げられる。導入事

例は、横浜市や日立市、那須塩原市など[45][46][47]

である。 

 

3-6. 行政施設 

【現状】 

 本庁舎や支所などの現役施設が１５か所、小学

校や給食センター等として使用していた旧施設が

９か所存在する。支出額約２２億円に対して収入

は約７７００万円である。受付件数は平成２９年

度に約１万９０００件だったのが令和元年度には

訳１万７千件まで減少している。 

 

【課題】 

 旧施設を中心に老朽化が進行しており、改修か

建て替えかの選択を迫られている。また、減少す

る受付件数に対して支出額は公共施設の中で最も

高く、実情に即したあり方に変える必要がある。 

 

【土浦市の方針】 

 老朽化が進む上大津支所は他の施設との統合を

検討している。旧施設について、旧市役所本庁舎

や旧高津庁舎、旧中央出張所については転用また

は民間への貸付・売却を検討しているが、それ以

外の利用が難しい旧施設については解体予定であ

る。[44] 

表 5 行政施設の築年数と耐震性能 

 

 

【提案】 

 中神立町に立地する旧第二給食センターについ

て、解体のうえ公園としての再整備を検討する。

土浦市全体で公園の数が足りておらず、神立地区

は人口が比較的集中しているにも関わらず公園の

数が少ない。給食センター跡地に新設すること

で、公園数不足の改善による市民満足度の向上が

期待される。 
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3-7. 消防施設 

【現状】 

 消防本部１か所、消防署４か所、分団車庫３８

か所のうち、消防署と分団車庫のおよそ半数が築

４０年を経過している。公共事業全体に占める施

設数の割合は２０％を超え、支出額も１９億円と

全体の約１９％に及ぶ。 

 

【課題】 

 老朽化した施設について、改修か廃止を検討す

る必要性がある。また、配置の間隔について、実情

に即したものとする。 

 

【土浦市の方針】 

 情勢を見ながら統廃合を行い、残す施設につい

ては改修を行う。 

 

【提案】 

 

図 10 消防施設バッファーとメッシュ人口 

図 10 は土浦市の人口分布と消防施設の分布を

表したものである。赤い線は５分以内に消防車が

到着できる範囲を大まかに示したものである[48]。

分布を見ると、図左上の新治地区は人口に対して

消防施設が狭い間隔で並んでいる。一方、神立地

区は人口密度が高いにもかかわらず消防施設が少

なく、最寄りの消防施設までの距離が遠い場所も

見られる。これらより、新治地区では統廃合を、神

立地区では新設を行い、市の実情に見合った配置

に改めることを提案する。 

 

４．まとめ 

土浦市では公共施設やインフラ施設に関する共

通の問題が浮上している。建物の老朽化やその結

果、施設の廃止に伴う跡地の有効活用、そして施

設の運営効率化を図るための民間への委託などが

その一例である。 

同時に土浦市は、高齢化と人口減少などの現象

から生じる様々な課題に直面している。この課題

に対処するために、施設の統廃合、改修・更新、跡

地の有効活用、施設の立地適正化、そして官民協

力の検討が行われている。しかし、これらの取り

組みを実行するための財政的な支援や人手が不足

している。そのため、今後の対策として、優先順位

をつけ、市民に課題を理解してもらうための情報

提供、そして民間との更なる協力を進めていく必

要があると考えられる。 
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