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みちのく下水道ビジョン（案）に対する意見を募集しています 

 

東北においては、平成 15 年度に「みちのく下水道ビジョン」を策定し、そ

の後下水道の普及をはじめ様々な成果を上げてきましたが、一方で、この 5年

間に人口減少、地球温暖化の問題、地方公共団体の財政状況など、下水道を取

り巻く環境は大きく変化してきています。 

このような状況を踏まえ、下水道を取り巻く環境の変化に適切に対応し、下

水道事業が取り組むべき課題に対応するため、今後概ね 10 年間を目標とした

新たな「みちのく下水道ビジョン」を策定することにいたしました。 

今般、その案を作成しましたので、広く皆様からのご意見を募集します。 

 

１．意見募集対象 

・みちのく下水道ビジョン（案）          ※添付資料は要約版 

２．意見募集期間 

・平成 21 年 2 月 2 日（月）～平成 21 年 3 月 2 日（月）（必着） 

３．意見募集要領 

・別紙の「意見募集要領」による。 

 ４．ご意見について 

    頂いたご意見は、「みちのく下水道ビジョン」の策定に当たっての参考とさせてい

ただきます。また、頂いたご意見は、個人を特定できる情報（氏名、住所、メール

アドレス等）を除き公開する場合があることをご承知おきください。 

５．資料の入手 

・ 下記リンク先（東北地方整備局建政部（まちづくり）下水道の HP 内）にて、募

集要領、みちのく下水道ビジョン（案）、意見送付用紙等を入手できます。 

http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b06111/kenseibup/gesui.htm 
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別 紙

「みちのく下水道ビジョン（案）」に対する意見募集要領

■意見募集対象

・みちのく下水道ビジョン（案）

（参考資料）

※下記資料につきましては、意見募集の対象ではありません。

・みちのく下水道ビジョン（案）要約版

・みちのく下水道ビジョン（参考資料）

上記資料及び意見送付用紙等は、下記リンク（東北地方整備局建政部（まちづく

り）下水道の HP）から入手できます。

http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b06111/kenseibup/gesui.htm

■意見募集期間

平成 21 年 2 月 2 日（月）～平成 21 年 3 月 2 日（月）（必着）

■意見送付方法

意見送付用紙に記入いただき、下記の方法で送付してください。

※ご意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見はご遠慮願います。

(1)電子メールの場合

受付専用アドレス：gesui@thr.mlit.go.jp
東北地方整備局 都市・住宅整備課 下水道係 あて

（電子メール題名を「下水道ビジョンに対する意見」と明記してください。）

(2)FAX の場合

FAX 番号：022-227-4459
東北地方整備局 都市・住宅整備課 下水道係 あて

(3)郵送の場合

〒 980-8602 宮城県仙台市青葉区二日町 9-15
東北地方整備局 都市・住宅整備課 下水道係 あて

■注意事項

・頂いた意見は、「みちのく下水道ビジョン」の策定に当たっての参考とさせてい

ただきます。

・頂いた意見に対する個別回答は致しておりません。

・頂いた意見の内容については、氏名、住所、電子メールアドレス等の個人が特定

される情報を除き、公開する場合がありますので、ご承知おきください。



 
 

意見送付用紙 
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「みちのく下水道ビジョン」（案）に対する意見 
国土交通省東北地方整備局建政部都市・住宅整備課下水道係 あて 

（ Ｅ－Ｍail：gesui@thr.mlit.go.jp ） 

（ Ｆax：０２２－２２７－４４５９ ） 

（ 住所：〒980-8602 仙台市青葉区二日町 9－15 ） 

 

◆居住地：（    県    ） ※市町村名まで記入してください。  
◆年 齢：    歳 ◆性  別：（     ）  
◆職 業：（         ）  

下水道関係の仕事をしている   ：（  ）※該当する箇所へ○印を  
下水道関係の仕事をしたことがある：（  ） 記入してください。  
下水道関係の仕事をしたことがない：（  ）  

 
 
 
１、みちのく下水道ビジョンについて   
 

 

 

２、基本理念について   
 

 

 

３、目標像について   
 

 

 

４、具体的な施策について   
 

 

 

 

５、その他（意見など自由にお書きください。）  
 

 

 

 

 

〈ご協力ありがとうございました。〉 



新たな「みちのく下水道ビジョン」の概要 

 

１．６つの目標像 

新たな「みちのく下水道ビジョン」では、６つの目標像を設定しました。 
 

（１）美しい東北の水環境・水循環の保全 

次世代に引き継ぐ、豊かで美しい東北の水環境・水循環を保全する 

（２）快適なくらしの実現 

水洗化により、誰もが享受する衛生的で心地よい生活環境をつくる 

（３）災害や雪に強いまちづくり 

都市浸水や地震等に強いライフラインを整備し、雪対策に貢献する 

（４）地球環境への貢献 

将来の資源枯渇への対応及び地球温暖化の防止に貢献する「資源のみち」

の実現を図る 

（５）連携・協働の推進 

他事業との連携や住民との協働により地域に開かれた下水道事業を推進する 

（６）適正な管理と経営 

下水道の機能を持続するため管理の適正化と経営基盤の強化を推進する 

 

２．５年後の目標値 

目標像の実現を目指し、数値化の可能なものについては概ね５年間（平成20年度か
ら平成24年度まで）の以下の目標値を設定しました。 

 

◆ 下 水 道 処 理 人 口 ： ３９万人増（H20～H24） 

（参考：H19年末 ： 下水道処理人口 ５５５万人 汚水処理人口 ７１７万人） 

◆ 合流式下水道改善率 ： ３４％（H19）から ８３％（H25） 

◆ 依然として浸水被害の可能性のある家屋を削減 ： 

2,200戸（H19）から 1,000戸（H24） 

◆ 重要な幹線管渠等の耐震化割合 ： ４２％（H19）から ６７％（H24） 

◆ 下水汚泥リサイクル率 ： ７０％（H19）から ７４％（H24） 

 

 



 

  

みみちちののくく下下水水道道ビビジジョョンン((案案))  
““豊豊かかなな心心をを育育むむ水水とと大大地地をを次次のの世世代代へへ””  

 
～ みちのく下水道ビジョンに対するご意見をお願いします ～ 

 
近年の社会情勢の変化を踏まえ、今後の下水道事業の方向性を明確にするためビジョンの

見直しを行いました。「みちのく下水道ビジョン」は、基本理念、目標像、具体的な施策の展

開で構成され、今後の下水道事業の運営を円滑に進めるための方向性を事業主体や住民の視

点から明確にすることを目的としています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２０年度 みちのく下水道ビジョン策定委員会 
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・ 下水道の整備により河川などの水環境を守ります。 

・ 下水の処理で発生する下水汚泥を肥料などにリサイクルします。 

・ 使用する電力の省エネルギー化に取り組み、温室効果ガスの排出削減により

温暖化対策を図ります。 

・ 下水道の整備により、雨から“まち”を守ります。 

・ 地震時でもトイレを使えるよう、地震に安全な下水道をつくります。 

・ 下水道を利用して雪を融かしたり流したりします。 

・ 下水道の整備、トイレの水洗化で快適なくらしをつくります。 

・ 下水道を将来に引き継ぐためしっかり管理します。 

 

  東東北北地地方方のの下下水水道道のの役役割割  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

＜東北の自然環境（猪苗代湖と磐梯山）＞ 

出典：福島県資料

＜浸水状況（宮城県石巻市）＞ 

出典：宮城県資料

＜地震によるマンホールの浮上＞ 

出典：宮城県資料

※猪苗代湖（福島県）や広瀬川（宮城県）等の水域で
は、水質保全のための高度処理を実施しています。

投雪口 
処理水 

など

出典：東北地方整備局資料

＜雪対策の例＞ 

＜下水道汚泥リサイクル製品＞ 

出典：山形市 HP 
※下水汚泥は、肥料や建設資材などへリサイク
ルされています。 

出典：青森県資料

＜管路の点検状況（大鰐町）＞ 

◆◆  環環境境をを守守るる  
 

◆◆  快快適適ななくくららししををつつくくるる  
 

◆◆  安安全全・・安安心心ななくくららししをを守守るる  
 

出典：事務局資料

＜下水道の整備状況＞ 
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              東北地方の人口は、953 万人（H19 年度末）です。 

雪や災害に強いまちづくり 

美しい東北の水環境・水循環の保全 

環境への貢献 

連携・協働の推進 

  ここれれままででのの成成果果  

平成 15 年度に前回「みちのく下水道ビジョン」が策定され、東北の下水道は、「美しい東北の

水環境・水循環の保全」、「雪や災害に強いまちづくり」、「快適なくらしの実現」、「環境への貢献」、

「連携・協働の推進」を目標像として事業を進めてきました。 
 

≪成 果≫ [平成１５～１９年度（５年間）] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 複数の市町村により広域的に下水道施設を共同利用する事業(スクラム)や、下水道・集落排

水・合併処理浄化槽・し尿など所管省庁の異なる汚水処理事業間で施設を共同で利用する

事業（ＭＩＣＳ(ミックス)）を推進しました。 

◆ 浸水想定区域や避難場所等の情報を住民へ提供する内水ハザードマップの作成・公表を進

めました。 

◆ 浸水被害軽減のため、住民と連携し宅地等への雨水貯留浸透施設の設置を進めました。 

◆ 下水道の適正な利用（油を流さない等）への普及啓発を推進しました。 

◆ 下水道施設の見学会等を通じ、下水道事業への理解の促進を図りました。 

東北には、約７００の水質環境基準点が存在しています。下水道の整備等に

より、環境基準の達成地点が６００から６３０箇所となりました。 

（河川の達成率は９８％に達しています。） 

過去１０年（H４からＨ１３）で床上浸水に見舞われた家屋５,５００戸のうち、３,３

００戸に対する浸水対策を実施しました。 

汚水処理施設※を利用できる人口は６１７万人から７１７万人に増加しまし

た。 
※ 汚水処理施設･･･下水道、集落排水、合併浄化槽等、汚水を処理する施設全体の

ことです。 

下水道を利用できる人口は４８４万人から５５５万人に増加しました。 

◆ 省エネルギー機器の導入を図り、下水の処理過程の電力消費量削減による二酸化炭素排出

量の削減に取り組みました。 
◆ 下水汚泥の処理過程で発生するメタンガス※を活用した発電等、処理場で発生するエネルギ

ーの有効利用に取り組みました。 
※ メタンガス･･･下水汚泥中の有機物が微生物により分解され発生するガスのことです。 

下水汚泥のリサイクル量は、年間 5.7 万ﾄﾝから 9.7 万ﾄﾝに増加しました。 

１００万人増 

７１万人増 

６３０ 
地点で達成

３,３００ 
戸解消

４万ﾄﾝ増 

合流式下水道の緊急改善計画を策定し、事業をスタートしました。 
※ 青森市では既に合流式下水道の改善が完了しています。 

◆ より一層の水質保全のため、下水道の高度処理を実施してきました。 

◆ 地震被害の軽減のため、重要施設を対象とした緊急地震対策事業等を活用し、下水道施設

の耐震化に取り組み始めました。 

◆ 下水処理水や雨水渠の利用など、下水道を活用した雪対策を行いました。 

１３都市 

でスタート

 美美ししいい東東北北のの水水環環境境・・水水循循環環のの保保全全  

快快適適ななくくららししのの実実現現  

 災災害害やや雪雪にに強強いいままちちづづくくりり  

 環環境境へへのの貢貢献献  

 連連携携・・協協働働のの推推進進  
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  課課題題のの整整理理  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

快適なくらしの実現 

 社会情勢や東北の特性と下水道の課題について整理しました。 

災害や雪に強いまちづくり 

東北地方の重要な幹線管渠等※3,100km のう

ち、耐震化されていない管路の延長です。 

※ 重要な幹線管渠等･･･ 

緊急輸送路、避難路、軌道下の管渠や防災拠

点・避難地と処理場を結ぶ管渠をいいます。 

 美しい東北の水環境・水循環の保全 

河川8 地点、湖沼 30 地点、海域 31 地点で環境基準が未達成となっています。

これまでに合流式下水道の改善が実施された面積の割合は、依然として低い
状況となっています。 

東北地方の 953 万人のうち、快適なくらし
の実現に不可欠な下水道を含む汚水処理施
設を利用できない人口及び割合です。 

下水道整備が済み使用できる状況なのに下水
道へ未接続となっている割合は全国の８％に
比べ高い状況となっています。 
下水道法では３年以内に接続する事になってい

ます。 

下水道施設への地震被害発生の可能性のあ

る震度 5 以上の地震は 14 回(H15～H20)発生

しています。 

東北地方 231 市町村のうち約７割が豪雪地帯

に指定されています。 

過去 10 年間に床上浸水を受けた家屋のうち、

被災時と同程度の出水で、依然として浸水被

害を受ける可能性のある家屋数です。 

出典：日本下水道協会ＨＰ

６９地点 

３４％ 

◆下水道の雨水渠は、まちなかの貴重な水辺空間ですが、親水空間の提供、景観の向上等
を図り、良好な空間を提供している事例は多くありません。 

２,２００ 
世帯 

１,８００ 
ｋｍ 

１４ 回 

１６３ 市町村 

出典：青森県下水道ＨＰ

整備前 整備後 

＜雨水渠を利用したせせらぎ水路の例＞ 

２３７万人 

２５％ 

１５％ 

  

出典：日本下水道管路管理業協会

＜浸水時の状況(青森市)＞

出典：青森県資料

 美美ししいい東東北北のの水水環環境境・・水水循循環環のの保保全全  

快快適適ななくくららししのの実実現現  

 災災害害やや雪雪にに強強いいままちちづづくくりり  

＜トイレの水洗化＞

＜岩手・宮城内陸地震による 
被害状況（栗原市）＞
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環境への貢献 

連携・協働の推進 

適正な管理と経営 

東北の管路整備延長は３万３千 km、処理場数は 255 箇所であり、この膨大な

下水道ストックを適正に管理する必要があります。 

◆ 持続的・安定的に下水道サービスを提供するためには、下水道経営の適正化は必要不可

欠ですが、地方公共団体によっては様々な理由から経営上の課題を抱えている地方公共

団体が多数見受けられます。今後、長期的な観点から下水道経営を計画的に進めることが

特に求められ、適正な下水道経営の実現が重要な課題となっています。 

リサイクル等されず、依然として埋め立て処分されて

いる汚泥量です。 

処理場より排出される二酸化炭素量※で、処理場数

と処理水量の増加に伴いH13～H18 年度で1.5 倍に

増加しています。 
※二酸化炭素量は、処理場における電力・燃料消費量から

試算しています。 

◆ 汚水処理の未普及や浸水対策、水環境・水循環の保全等、下水道に関する課題の多くは、

下水道事業者のみで解決できるものではなく、他事業や住民等との連携・協働を進める必

要があります。 
◆ 今後の急速な人口減少、局地的な集中豪雨の増加、近年の地方公共団体をとりまく厳しい財

政状況を踏まえると、下水道事業の目的や役割に対する理解を深めるとともに、連携・協働に

より効率的・効果的に事業を進めることが重要になっています。 

出典：山形県下水道ＨＰ

＜夏休み親子下水道教室＞ 

出典：岩手県紫波町ＨＰ

＜ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ（洪水防災ﾏｯﾌﾟ）の例＞ 

出典：山形県下水道ＨＰ

＜汚泥リサイクル製品＞ ４万２千ﾄﾝ/年 

１３→１９ 
万ﾄﾝ-CO2/年 

３万３千 km， 

２５５箇所 

下水道管の老朽化などが原因で発生した道路陥没の箇所数です。 400 箇所/年

テレビカメラによる映像        陥没事故の例（銀座） 

出典：国土交通省ＨＰ
出典：仙台市資料

＜仙台市で発生した道路陥没＞ ＜老朽管の様子と陥没事故＞ 
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 環環境境へへのの貢貢献献  

 連連携携・・協協働働のの推推進進  

 適適正正なな管管理理とと経経営営  
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  新新たたなな「「みみちちののくく下下水水道道ビビジジョョンン」」 

Ⅰ はじめに 
平成 15 年度に「みちのく下水道ビジョン」を策定して以降、5 年が経過し、下水道の普及をはじめ

様々な成果をあげてきました。一方、この 5 年の間に人口減少・高齢化をはじめ、地球温暖化の問

題や地方公共団体の財政状況など、下水道を取り巻く環境は大きく変化しています。 

下水道を取り巻く環境の変化に適切に対応し、また、下水道事業が取り組むべき課題への取り

組みを着実に推進するため、今後、おおむね 10 年を期間とした新たな「みちのく下水道ビジョン」を

策定します。 
 

Ⅱ 基本理念 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 目標像 
前回ビジョンで設定された目標像を継承したうえで「適正な管理と経営」を新たに加え、目標像を

６つに設定しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水洗化により、誰もが享受する衛生

的で心地よい生活環境をつくる 

都市浸水や地震等に強いライフラ

インを整備し、雪対策に貢献する 

次世代に引き継ぐ、豊かで美しい

東北の水環境・水循環を保全する 

将来の資源枯渇への対応及び地球温

暖化の防止に貢献する「資源のみち」

の実現を図る 

他事業との連携や住民との協働に

より地域に開かれた下水道事業を

推進する 

下水道の機能を持続するため管理

の適正化と経営基盤の強化を推進

する 

“豊かな心を育む水と大地を次の世代へ”

を継承します 

前回ビジョンの基本理念である、 

 美美ししいい東東北北のの水水環環境境・・水水循循環環のの保保全全  快快適適ななくくららししのの実実現現  

 災災害害やや雪雪にに強強いいままちちづづくくりり   地地球球環環境境へへのの貢貢献献  

 連連携携・・協協働働のの推推進進   適適正正なな管管理理とと経経営営  
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〔基本方針〕 

○水質環境基準の未達成箇所等の水質を改善すると共に、現在の良好な河川・湖沼・海域の

水環境・水循環を保全します 

○平成 25 年度までに合流式下水道の改善を完了します 
※処理区域の大きな仙台市は平成 35 年度までとなります 

Ⅳ 具体的な施策の展開 
みちのく下水道ビジョンの目標像の実現を目指し、以下の施策を展開していきます。なお、数値

化が可能なものについては、平成 20 年から平成 24 年の概ね５年間の目標値を設定しました。 
 

 

次世代に引き継ぐ、豊かで美しい東北の水環境・水循環を保全する 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③雨水浸透施設の設置の推進 

◆地下浸透が可能な地区では地域一体となって
雨水浸透施設の設置を進めます。 

合 流 式 下 水 道 改 善 率   ３４％（H19）から ８３％（H25） 
（仙台市以外の都市は、H２５で達成します。） 

合流式下水道改善率･･･合流式下水道により整備されている区域の面積のうち、雨天時において公共用水域に放流される汚濁
負荷量が分流式下水道並みに改善されている区域の面積の割合をいいます。 

 美美ししいい東東北北のの水水環環境境・・水水循循環環のの保保全全  

①改善計画の見直しによる効率的かつ着実な事業の実施 

◆既計画の見直しや新技術の活用、既存施設の
有効利用により着実に事業を進めます。 

※ 合流式下水道の改善･･･ 
汚濁負荷量の削減、未処理下水の放流回数の半減、 
きょう雑物の削減などの取り組みをいいます。 

 １）公共用水域の水環境・水循環の保全 

 ２）合流式下水道の改善 

②まちなかでの水辺空間の創出 

◆下水処理水の活用や雨水渠の整備により水辺
空間の創出を進めます。 

①未普及地域の解消と既存施設などを活用した 

高度な処理 

◆未普及地域の解消を図り、公共用水域の水質
改善に貢献します。 

◆より一層の水質改善が必要な地域を中心に、
窒素・リン等の削減のため高度な処理を実施
します。 

 

出典：仙台市下水道ＨＰ

＜仙台市内を流れる広瀬川＞ 

＜雨水渠を利用したせせらぎ水路＞

出典：郡山市下水道ＨＰ

＜雨水浸透ますの例＞

出典：仙台市下水道ＨＰ
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〔基本方針〕 

○下水道で整備すべき区域の未普及解消の早期達成を図ります 

 

水洗化により、誰もが享受する衛生的で心地よい生活環境をつくる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下 水 道 処 理 人 口  ３９万人増（H20～H24） 
〔下水道処理人口  ５５５万人（H19） 汚水処理人口  ７１７万人（H19）〕 

下水道処理人口･･･下水道が利用可能な人口をいいます。H１９年度の東北地方の総人口は９５３万人です。 
汚 水 処 理 人 口･･･下水道、集落排水、合併処理浄化槽、ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗﾝﾄ等の汚水処理施設による整備人口をいいます。 

③低コストの整備手法の導入 

◆クイックプロジェクト等で検証された整
備手法の導入により低コスト化を図りま
す。 

①人口減少を踏まえた都道府県構想の見直し 

◆下水道、集落排水施設、合併処理浄化槽等
の各汚水処理施設の整備区域を見直しま
す。 

快快適適ななくくららししのの実実現現  

 ３）汚水処理の普及 

④水洗化の促進（接続率の向上） 

◆接続費用への支援制度の導入や、戸別訪
問・自治会との連携により接続を促しま
す。 

 

＜水洗化促進のための取り組み事例＞ 
岩手県では「水洗化促進懇談会」を県内 10
地区で開催し、水洗化促進について意見交換
をしています。 

②時間軸を考慮した段階的な整備の実施 

◆下水道の整備予定区域について、重点区
域、機動的な区域に分類し効果的に整備を
実施します。 

供用済み区域 

市街化が 
進んだ区域 

合併処理浄化槽
により整備 

下水道整備予定区域の縮小 

下水
処理場 

＜都道府県構想の見直しによる区域設定＞ 

出典：下水道協会ＨＰ

出典：財団法人 下水道新技術推進機構 HP
「下水道未普及解消ｸｲｯｸﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」

＜管渠の露出配管の例＞ 

＜東北地方での採用例＞ 

・岩手県二戸市 

・福島県会津坂下町 
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〔基本方針〕 

○ハード対策、ソフト対策を組み合わせ浸水被害の軽減を図ります 

○地震時においても最低限の下水道機能を維持できる対策を進めます 

○下水処理水や下水道施設を積極的に活用し、雪対策に貢献します 

 

都市浸水や地震等に強いライフラインを整備し、雪対策に貢献する 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

依然として浸水被害の可能性のある家屋を削減 2,200 戸(H19)から 1,000 戸(H24)
浸水被害の可能性のある家屋･･･平成 4 年以降に発生した床上浸水時と同程度の降雨により、床上浸水となる可能性のあ

る家屋をいいます。 

重要な幹線管渠等の耐震化割合   ４２％（H19）から ６７％（H24） 
重要な幹線管渠･･･緊急輸送路、避難路、軌道下の管渠や防災拠点・避難所と処理場を結ぶ管渠をいいます。 

 災災害害やや雪雪にに強強いいままちちづづくくりり  

 ４）都市浸水の防止 

 ５）地震への対応 

①下水道処理水や施設の利活用による雪対策 

◆雨水渠への投雪口の設置や排雪が可能な
水路構造の採用等を推進します。 

◆下水処理水等の熱を利用した融雪を推進
します。 

②住民への情報提供による被害の軽減 

◆ハザードマップの作成・公表などソフト対
策を充実します。 

①浸水被害軽減のための雨水施設整備の推進 

◆雨水施設の整備を計画的に実施します。 

①重要な下水道施設の耐震化の推進 

◆耐震診断を行い、計画的に耐震化を実施し
ます。 

 

出典：国土交通省ＨＰ

＜雨水対策の例＞ 

③雨水貯留・浸透施設の設置推進 

◆公共施設や各家庭での設置を推進し、地
域一体となった取り組みを実施します。 

 ６）雪対策への貢献 

②災害時の下水道関係者間の連携強化 

◆下水道管理者間の応援体制の充実や民間企
業等との連携強化を図ります。 

融雪溝に雪を入れている所

＜雨水渠を利用した雪対策の例（喜多方市）＞

出典：福島県下水道ＨＰ

出典：下水道施設の耐震対策指針の説明を図化

＜耐震化対策のイメージ＞ 
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〔基本方針〕 

○下水汚泥のリサイクル率の向上を目指します 
○省エネルギー・創エネルギーの推進等により、温室効果ガス排出量の少ない下水道を実現します

 

将来の資源枯渇への対応及び地球温暖化の防止に貢献する「資源のみち」の実現を図る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②下水道の有するエネルギーの有効利用 

◆メタンガスを燃料とした発電など処理場
で発生するエネルギーを積極的に利用し
ます。 

◆下水熱の有効利用を図っていきます。 

・盛岡市中川汚水中継ポンプ場では下水熱回収

施設を設置し、地域に熱を供給しています。 

下水汚泥リサイクル率   ７０％（H19）から ７４％（H24） 
下水汚泥リサイクル率･･･下水汚泥の発生量に対して、有効利用されている下水汚泥量の割合をいいます。 

 地地球球環環境境へへのの貢貢献献  

 ７）資源利用の推進 

 ８）地球温暖化対策の推進 

③一酸化二窒素の排出削減 

◆焼却炉の燃焼温度を高温化し、温室効果ガ
スの一酸化二窒素(N２O

※)を削減します。 

※N２O を１削減すると、CO２を 310 削減することと同
じになります。 

①下水道施設の消費エネルギーの削減 

◆高効率機器の導入や運転方法の改善などに
より、省エネルギー化（電力）を進めます。 

①地域特性を踏まえた多様なリサイクルの推進 

◆コンポストや土壌改良材、化石燃料の代替
エネルギーとしての活用等を推進します。 

②広域化によるリサイクルの低コスト化を推進 

◆分散している汚泥等の効率的な収集など、
広域的な視点に立ったリサイクル計画を
立案しながら進めます。 

④有用資源の回収 

◆下水汚泥等に含まれる希少資源のリン回
収について積極的に検討を進めます。 

◆ディスポーザによる有機物の回収につい
て検討を進めます。 

③他のバイオマス※１との連携によるリサイク
ルの推進 

◆下水道等の汚泥処理・廃棄物・農政部局等
の複数の事業と連携し、バイオマスを一体
的に利活用します。 
 

※1 バイオマス・・・ 
再生可能な、生物由来の有機性エネルギーや資源
（化石燃料は除く）をいいます。 

※2 メタンガス･･･ 
下水汚泥中の有機物が嫌気性細菌により分解され
発生するガスをいいます。 

公共下水道 

生ごみ

農業集落排水汚泥 

浄化槽汚泥
し尿 

出典：石川県下水道ＨＰ

発生する 
ﾒﾀﾝｶﾞｽ※２ 

を利用

＜珠洲市浄化センターバイオマスメタン発酵施設＞ 

ガスエンジン発電機 燃料電池発電機

出典：山形市下水道ＨＰ

珠洲市浄化センターでは、メタン発酵槽から発
生するメタンガス※２を燃料とし、加温や乾燥に
利用しています。汚泥からは、肥料を製造販売
しています。 

＜山形市山形浄化センターの実施事例＞ 

山形市では、下水汚泥から発生するメタンガス
を用い、ガスエンジン式と燃料電池式の２方式
で発電を行っています。 
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⑤下水道に係る住民との情報の共有・理解の促進 

◆広報紙やホームページ、見学会の開催等、
積極的な情報発信を進めます。 

◆事業計画や経営状況について、積極的に情
報を発信・共有していきます。 

〔基本方針〕 

○住民やＮＰＯ、他事業者等、多様な主体との連携・協働により、よりよい環境の実現、下水道事業
の効率化・健全化を図ります 

 
他事業との連携や住民との協働により地域に開かれた下水道事業を推進する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③下水道の適正な利用の周知と 
水環境保全目標の共有 

◆下水道の適正な利用について「下水道に野
菜くずや油は流さない」など、利用者とし
てもできる水環境保全対策があることを
周知します。 

◆住民と水環境保全に対する目標を共有し、
連携・協働しながら水環境の保全を図りま
す。 

 連連携携・・協協働働のの推推進進  

 ９）連携・協働の推進 

④災害時における下水道事業者間や住民との
連携を強化 

◆下水道管理者間の応援体制の充実や民間
企業等との連携強化を図ります。 

◆下水道の被害状況・復旧見通し、トイレの
使用可能区域の公表等により、下水道サー
ビス低下の軽減を図ります。 

②連携・協働による雨水対策の推進 
◆下水道と河川の管理者間で情報を共有し、
被害軽減のために連携して事業を進めま
す。 

◆住民等との連携により各家庭や公共施設
での貯留・浸透施設の設置を促進します。 

①汚水処理について集落排水など他事業との
連携の推進 

◆下水道と集落排水の接続による処理施設
の統廃合、下水道・集落排水・浄化槽・し
尿から発生する汚泥の一体的な処理等、施
設の共同化を進めます。 

ウイスキー樽を再利用 

＜雨水貯留施設（天水桶）の例＞ 

出典：仙台市ＨＰ

・仙台市やいわき市では、雨水流出抑制施設
を設置する住民に対し、費用の一部を助成
しています。 

出典：福島県下水道ＨＰ 

＜福島県北塩原村(裏磐梯)＞ 

＜条例により、水環境を保全している事例＞ 
「広瀬川の清流を守る条例」仙台市 S49 制定 
「福島県猪苗代湖及び裏磐梯湖沼群の水環境
の保全に関する条例」福島県 H14 制定 

出典：仙台市資料

＜処理場の見学会（仙台市）＞ 
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①経営計画の策定と公表 

◆中長期的な財政計画の策定や経営状況の情報
等の公表を推進します。 

◆中長期的な財政計画の策定と施設管理として
のストックマネジメントを連動させたアセッ
トマネジメントの取り組みを推進します。 

〔基本方針〕 

○これまで整備された下水道施設を適切に管理し、将来の世代に引き継ぎます 

○持続的な下水道事業、住民への下水道サービスの継続を図るため、経営基盤の強化を図ります 

 

下水道の機能を持続するため管理の適正化と経営基盤の強化を推進する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③収入の確保 

◆資本費や維持管理費に対する公費負担による
財政措置を適切に講じていきます。 

◆接続率の向上、適切な使用料金の設定により
収入を確保します。 

②支出の削減 

◆都道府県構想の見直しによる効率的な整備を
行っていきます。 

◆他事業の施設も含めた施設の統廃合による事
業の効率化、汚泥処理等における他事業との
連携を推進します。 

◆クイックプロジェクト等で検証された低コス
トの整備手法の導入を推進します。 

◆民間の創意工夫を活かした効率的な維持管理
を進めます。 

 適適正正なな管管理理とと経経営営  

 10）適正な管理の実施 

 11）持続可能な経営の実現 

③ストックマネジメントの推進 

◆全施設を対象に管理を行うストックマネジメ
ントを推進し、維持補修・改築費用の平準化
を図ります。 

①下水道施設の計画的な管理 

◆下水道施設台帳や維持管理情報のデータベー
ス化を進めます。 

◆適切な調査計画を策定し、計画的な調査・点
検を実施します。 

②下水道施設の長寿命化の推進 

◆施設毎の長寿命化対策を統合化したストック
マネジメントを推進し、維持補修・改築費用
の平準化を図ります。 ＜長寿命化～ストックマネジメント 

～アセットマネジメントの関係＞

出典：下水道事業におけるストックマネジメント

の基本的な考え方（H20.3）

④下水道技術者の育成及び技術力の確保 

◆各事業主体及び事業者間の枠組みを越えた下
水道技術者育成の取り組みを充実します。 

◆下水道職員が少ない市町村に対する支援体制
を構築します。 

＜管路の点検状況（青森県大鰐町）＞ 

出典：青森県資料

＜中長期的な財政計画イメージ＞ 

［凡例］

支出

収入[財源]
一般会計（基準外繰入）
一般会計（基準内繰入）
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