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「第 2 次日野市下水道プラン」策定にあたって 
 

 

 

 

日野市では、公衆衛生の向上、都市の健全な発達及び公共用水域の水質保全の確保を目

的に、昭和 33 年から多摩平地区において単独処理区による下水道整備が始まりました。

その後、昭和 57 年から流域下水道事業に合わせて公共下水道の整備に取り組み、順次処

理区域の拡大を図っているところです。 

このような背景の中、平成 23 年度末には、下水道事業を一定水準で持続的に提供し、

安定した経営の実現を図るため、本プランの前身となる下水道における総合的な計画「日

野市下水道プラン（計画期間：平成 24 年度～令和 3 年度）」を策定し、重点的かつ計画的

な事業運営に努めてきました。 

その結果、令和 2 年度末には、下水道普及率が 96%となり、市内を流れる多摩川・浅

川等の河川水質が向上し、市民の憩いの空間や生物の生息空間が形成されるようになりま

した。 

また、令和 2 年度より地方公営企業法の財務規定を適用し、「公営企業会計」を導入し、

令和 3 年度には具体的な指針となる「日野市公共下水道事業経営戦略」を策定し、将来に

わたり安定した下水道事業経営を図っているところです。 

本プランでは、「日野市下水道プラン」の基本理念を踏襲し、かつ、近年多発する集中豪

雨への対応、大規模地震による被害への対応、膨大な量の下水道施設への維持管理、人口

減少による使用料収入の減少等、新たな課題に対して中長期的視野に立ち、今後進むべき

方向性や課題解決に向けた取り組み方針を検討し、今後 9 年間で実施すべき公共下水道事

業の具体的な施策を示すものとなっております。 

市民の皆様におかれましても、本プランをより実効性のあるものとするために、ご協力

並びにお知恵を頂きたいと思います。 

最後になりましたが、本プランの策定にあたり、多大なるご指導、ご助力を賜りました

市民ならびに関係者の皆様に、厚くお礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和４年（2022 年）3 月 

 

日野市長 大 坪 冬 彦 
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1.1. 第 2 次日野市下水道プラン策定の背景と主旨 
 

下水道は公衆衛生の向上、都市の健全な発達および公共用水域の水質保全に貢献し、さらには、宅

地や道路等に降った雨水を速やかに排除し浸水被害を軽減する等、私たちが快適で、安全・安心に生

活していく上で不可欠な社会資本の一つです。 

日野市の下水道は、公共用水域の水質保全や生活環境の改善、浸水の防除等を目的に事業を進めて

きました。また、平成 23 年度末、下水道における総合的な計画「日野市下水道プラン（計画期間：

平成 24 年度～令和 3（平成 33）年度）」を策定し、重点的かつ計画的な事業運営に努めてきました。 

その結果、市内を流れる多摩川・浅川等の河川水質が向上し、市民の憩いの空間や生物の生息空間

が形成されるようになりました。 

しかし、近年多発する集中豪雨への対応、大規模地震による被害への対応、膨大な量の下水道施設

の維持管理、人口減少による使用料収入の減少等、新たな課題に直面しています。 

第 2 次日野市下水道プランは、こうした現状の課題に対して、中・長期的視野に立ち、今後進むべ

き方向性や課題解決に向けた取り組み方針を検討し、今後 9 年間で実施すべき公共下水道事業の具体

的な施策を示すものです。 
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1.2. 第 2 次日野市下水道プランの位置づけ 
 

第 2 次日野市下水道プランは、国が示した「新下水道ビジョン」、東京都が策定した「多摩川・荒

川等流域別下水道総合計画」、日野市が策定予定である「（仮称）2030 ビジョン」や日野市の各種計

画等を勘案して策定します。 

また、第 2 次日野市下水道プランは、環境基本計画を上位計画とし、連携を図ります。 

 

 

【第 2 次日野市下水道プランの位置づけ】 
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第 3 次環境基本計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆ 新下水道ビジョン 

◆ 新下水道ビジョン 

加速戦略     等 

国土交通省 

◆ 下水道事業経営戦略 

◆ 全体計画 

◆ 事業計画       等 

日野市 下水道計画 

第 2 次 
日野市下水道プラン 

◆ SDGs 未来都市計画 

◆ まちづくり 

マスタープラン 

◆ 地域防災計画 

等 

 

日野市 関連計画 

◆ 東京都下水道事業 

経営計画 2021 

◆ 多摩川・荒川等流域別 

下水道整備総合計画 

等 

東京都 



 

１．はじめに 
 

3 

1.3. 計画期間 
 

第 2 次日野市下水道プランの計画期間は、9 年間（令和 4 年度～令和 12 年度）とし、最初の 4

年間を前期計画、その後の 5 年間を後期計画として設定します。中間年度は整備目標を設定した施策

について、目標達成度合等のフォローアップとして検証を行うために設け、その時点で必要に応じて

見直しを行います。 

 

 

【日野市下水道プランの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 2 次日野市下水道プランと各種関連計画の進行スケジュール】 
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2.1. 下水道の役割 
 

下水道は、水環境を守ることを使命とする最も基本的な社会資本で、雨水の排除、汚水の排除・処

理、公共用水域の水質保全等の基本的な役割があり、安全・安心で、快適な生活を支えています。 

 

役割 1 街を浸水から守る 

近年、雨の降り方が変化し、「集中豪雨」や「ゲリラ豪雨」の発生件数が増加傾向にあります。

下水道は、街に降った雨水をすみやかに排除し、浸水を防いでいます。 

役割 2 街を清潔にする 

下水道は、家庭や工場等により排出される汚水を遅滞なく排除・処理することにより、居住環境

を含め、生活環境の改善に貢献する役割があります。また、感染症の予防のほか、害虫や悪臭の発

生も防ぎます。 

役割 3 身近な環境を守る 

家庭や工場等で使用された汚水をそのまま河川や海に流すと、水域の水質汚濁が進みます。下

水道は、管きょを通って下水処理場に汚水を送り、下水処理場で汚水を処理することで、水域の水

質保全に大きな役割を果たしています。 

また、親水性の高い憩いの空間の整備等、他事業とも連携した水辺環境整備が進められること

で、下水道は潤いのある水環境の創出にも寄与します。 

役割 4 資源・エネルギーを創る 

地球温暖化の進行に伴い、顕在化した異常気象が、水害の多発や渇水被害の発生等、社会生活や

生態系に影響をもたらしています。下水道は、処理水や雨水、バイオマスやりん等の資源・エネル

ギーを有しており、これらを循環利用・有効利用し、循環型社会・低炭素社会に貢献・寄与するこ

とが望まれています。 

【下水道の役割】 

 

出典：日本下水道協会 HP 
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2.2. 日野市の下水道 
 

汚水並びに雨水を排除する方式には、合流式と分流式の 2 種類があり、合流式は汚水と雨水を同一

の管きょで排除する方式で、分流式は汚水と雨水とを別々の管きょで排除する方式です。日野市の公

共下水道は、昭和 33 年の事業着手以来、分流式で事業を進めています。 

合流式は、雨天時の下水量が膨大となり、全量を処理場まで送ることが困難なため、途中で一定倍

率以上に希釈された汚水を未処理のまま放流せざるを得ません。一方、日野市が採用している分流式

は、汚水だけを全量処理場まで送るため、水質汚濁防止の面からも有効な方法です。 

 

【下水道の排除方式】 
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（1）汚水整備事業 

日野市の汚水整備は、東京都が事業主体である多摩川流域下水道の関連公共下水道として事業を推

進しており、公共下水道（汚水）の計画区域は、①南多摩処理区、②浅川処理区、③秋川処理区の 3

処理区に分かれ、各処理区の汚水は、全て多摩川流域下水道の水再生センター（下水処理場）で処理

されています。 

汚水に係わる日野市公共下水道の全体計画および事業計画は、「多摩川・荒川等流域別下水道整備

総合計画（東京都）」と整合を図り、令和 6 年度の人口規模や社会情勢を想定して、汚水排除施設の

規模等を定めており、普及率 100％を目指して事業進行中です。 

 

【日野市公共下水道（汚水）計画区域】 

 

 

【日野市公共下水道（汚水）の計画概要】 
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流域下水道への接続 

日野市の下水道は、東京都が事業を行う流域下水道と、日野市が事業を行う流域関連公共下

水道が一つのシステムとして機能を発揮しています。 

 

東京都は、流域下水道の水再生センターおよび市町村をつなぐ流域下水道幹線管きょの建設

と維持管理を行い、日野市は、流域幹線までの管きょの整備と維持管理を行います。また、流

域下水道施設の建設費、改良費および維持管理費の一部は、それぞれ関係する市町村からの負

担金をもって東京都が事業を実施します。 

 

【多摩地域の下水道のしくみ】 
 

 
 

出典：東京都下水道事業経営計画 2021 

 

  



 

2．下水道事業の概要 
 

8 

 

（2）雨水整備事業 

日野市の雨水整備は、時間最大降雨量 50 mm/hr に対応する浸水対策事業を実施しており、浸水

被害の解消、軽減、未然防止に努めています。日野市域は、①多摩川、②浅川、③谷地川、④程久保

川、⑤大栗川の 5 つの河川流域に分かれていて、流域界など河川計画と整合を図り、行政区域を 31

の排水区に分割しています。各排水区に降った雨は、それぞれ排水区ごとに河川に放流する計画とな

っています。 

【日野市公共下水道（雨水）の計画区域】 

 
 

【日野市公共下水道（雨水）の計画概要】 
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3.1. 汚水処理 

（1）汚水管きょ整備 

 

日野市の下水道処理人口普及率（処

理区域人口／行政人口）は、令和 2 年

度現在で 96.0%に達しており、全国

平均 80.1%に対しては大きく上回っ

ていますが、多摩地区平均 98.8%に

対してはやや低い状況にあります。処

理区別の内訳は、南多摩、秋川処理区

が 100%、浅川処理区が 94.4%とな

っており、浅川処理区の未整備区域

は、主に土地区画整理事業中の区域と

なっています。 

今後も引き続き、土地区画整理事業の進捗に合わせた計画的な汚水管きょ整備が必要となります。 

 

【公共下水道（汚水）整備区域図】 

 

【日野市下水道処理人口普及率の推移】 
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（2）接続状況 

公共下水道が供用された場合、下水道法の規定により、供用開始区域内の土地所有者、使用者又は

占有者は、遅滞なく、その土地の下水を公共下水道に接続するために必要な排水設備を設置しなけれ

ばならないこととなっています。 

日野市において、下水道管きょへの接続率（水洗化人口／処理区域内人口）は、令和 2 年度現在で

98.3%に達し、全国平均 86.4%（R1 値）に対しては上回っていますが、多摩地区平均 99.2%（R1

値）に対しては、やや低い状況にあります。 
 

    【接続率の推移】 

 
 

市民の生活環境や公共用水域の水質のさらなる改善を

図るため、日野市では、「公共下水道使用切替工事費融資

あっせん制度」を設け、供用開始の日から 3 年以内に公

共下水道使用切替工事を行う市民を対象に改造資金の融

資あっせんを行っています。 

また、公共下水道への切り替え PR や、未接続家屋へ

接続願い文書を送付し、公共下水道への接続促進に努め

ています。 

今後も引き続き、公共用水域の水質や使用料収入の向

上を図るため、接続率 100%への取り組みを実施する必要があります。 

 

課題 

⚫ 浅川処理区の下水道処理人口普及率は、未だ 94.4%であることから、引き続き、土地区画整

理事業の進捗と合わせた計画的な汚水管きょ整備が必要となります。 

⚫ 公共用水域の水質や使用料収入の向上を図るため、接続率 100%への取り組みを実施する必

要があります。 

【下水道切り替え PR】 
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3.2. 水環境の保全 

（1）水環境の現状 

 

① 河川 

日野市は、多摩川や浅川等の市内河川の

水環境はもとより、下流域に位置する東京

湾の水環境を保全する上で重要な役割を担

っています。 

日野市内の環境基準点である浅川（高幡

橋）において、浅川処理区の汚水面整備率向

上に比例して、水質は改善され、環境基準（A

類型：BOD 2mg/L 以下）を達成し、現状

では BOD 1mg/L 以下まで向上していま

す。また、東京都（流域下水道）では、従来

よりも水を綺麗にできる高度処理を一部取

り入れ、処理水質の改善に取り組んでいます。 

 

引き続き、多摩川や浅川等で、アユ等の水生生物が住みやすく、水と親しむことができる良好な水

環境を創出するため、さらなる水質改善が求められています。そこで、東京都と連携して、下水処理

水に含まれる窒素やりんをより多く削減する高度処理の整備を進めていく必要があります。 

 

【浅川で遊ぶ子どもたち】 

 

 

  

【浅川（高幡橋）における BOD 水質】 

 

出典：東京都環境局 HP 
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一方、浅川の水量は年々減少傾向にあります。その要因の一つとしては、市街化の発展に伴う雨水

の地下浸透域の減少等が考えられます。 

浅川の流量を安定して保つことで、水辺の景観や水質を保ち、水生生物を守ります。そのため、平

常時において、浅川の流量を適度に確保することが重要となってきます。 

 

【浅川（高幡橋）における流量の推移】 
 

 

出典：東京都環境局 HP 

 

【市街化による地下浸透域減少のイメージ】 

 

出典：国土交通省 HP 
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② 湧水 

日野台地の崖線（市の北西部）や多摩丘陵（市の南部）の沢筋には、豊かな自然環境資源のひとつ

である湧水が集中して湧き出ており、集まって小川をつくったり、用水路や河川に流れ込んでいます。 

その中でも、黒川清流公園湧水、中央図書館下湧水、小沢緑地湧水の 3 箇所は「東京の名湧水 57

選」に選定されています。 

しかし、建物の建設や土地の造成等、都市化が進行することによって、令和元年度の調査地点数 133

地点のうち、実際に湧水量を測定できたのは 91 地点でした。 

 
 

【代表的な日野市の湧水】 

黒川清流公園湧水 中央図書館下湧水 小沢緑地湧水 

   

出典：水辺のある風景日野 50 選 
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（2）雨水の地下浸透 

 

日野市では、健全な水環境の保全・回復や雨水流出抑制を図

るため、以下に示す取り組みを行っています。雨水浸透施設

は、保水機能を維持するのみならず、浸透水が水循環を改善

し、河川の平常時流量の安定や湧水の復活を促す等、環境対策

の役割も期待されています。 

令和元年度末現在、雨水浸透施設の設置状況は、開発事業分

と合わせると雨水浸透ますが 13,640 基、雨水浸透トレンチ

が 22,416m です。 

また、浸透施設の機能を長く維持するには、適切かつ定期

的な維持管理が不可欠です。そのため、市民や民間事業者等

に定期的な清掃・点検に協力してもらう必要があります。 

 

雨水の地下浸透のための取り組み 

みどりの保全 

⚫ 緑地、樹林地および農地の保全を推進し、雨水の地下浸透を図っています。 

 

民間施設（家庭・事業所）に対する雨水浸透 

⚫ 宅地造成および建築物の新築又は増改築等に際し、事業者や

施工主に対し、雨水浸透施設の設置について指導していま

す。 

（対象は市内全域ですが、一部丘陵地域等設置に適さない地

域もあります。） 

 

公共施設に対する雨水浸透 

⚫ 公共施設に対して、透水性舗装等の雨水浸透を促進していま

す。 

 

課題 

⚫ 浅川（高幡橋）において、水量は約 20 年前と比較して約 1/4 程度まで減少しており、湧水

地点についても、従来と比較して減少していることから、水環境保全・回復のため、さらなる

雨水浸透施設の設置促進が必要と考えられます。 

⚫ 浸透施設の機能を長く維持するには、適切かつ定期的な維持管理が不可欠であり、市民や民

間事業者等に定期的な清掃・点検に協力してもらう必要があります。 

【浸透施設の設置効果】 

 

出典：河川審議会水循環小委員会資料 

【雨水浸透ます】 

 



 

3．現状と課題 
 

15 

3.3. 浸水対策 

（1）雨水管きょ整備 

 

日野市の雨水整備事業は、計画規模を時間最大降雨量

50mm/hr とするもので、特に浸水被害が多発している浅

川左岸地域について、集中的に事業を推進しています。令

和元年度現在、日野市の雨水面整備率（整備済面積／事業

計画面積）は、89.0%です。当該地域は、土地区画整理事

業中の区域を含んでおり、雨水整備は事業の効率化を図る

ため、土地区画整理事業との同時施工を進めています。 

 

 

【公共下水道（雨水）整備区域図】 

 

 

【雨水管きょの整備状況（令和元年度末現在）】 

項目 事業計画面積 ① 事業計画区域 整備面積 ② 整備率 ②／① 

面整備 969.5ha 863.0ha 89.0% 

【雨水管内部】 
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（2）気候変動 

 

近年、世界中で気温上昇や降水量、降雨パター

ンの変化等の気象変化が顕在化しており、渇水

や洪水のリスクが高まっています。全国のアメ

ダスにより集計した 50mm／hr 以上の年間発

生回数は、10 年ごとに分析すると増加傾向にあ

ります。また、台風の大型化等により、甚大な浸

水被害が毎年のように発生しています。 

日野市では、これまで実施してきた雨水整備

事業により、徐々に浸水被害は減少してきてい

ますが、近年でも依然として浸水は発生してい

ます。特に、令和元年度の台風 19 号では、床上

浸水に至る被害も発生し、浸水による被害を最

小化する対策を緊急に講じる必要性が高まって

います。今後、時間と財政的制約の中で、緊急かつ効率的に浸水被害の最小化を図るためには、「選択

と集中」の観点から、地区と期間を限定した整備を行う必要があります。 

また、気候変動の影響を踏まえた下水道による浸水対策を実施すべき区域や対策目標等を定めた

「雨水管理総合計画」の策定が望まれています。 

 

【近年の浸水被害状況（平成 24 年度～令和元年度）】 

 

【各対策の役割分担（イメージ図）】 

 

出典：東京都豪雨対策基本方針（改定） 
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（3）ソフト対策、自助・共助の促進 

 

日野市では、洪水時のハザードマッ

プを公表しており、市民が事前に災害

危険や対応方法等を認識できるよう啓

発を行っています。この洪水ハザード

マップでは、多摩川水系の流域に、2 日

間で 588mm の大雨が降る、想定最大

規模降雨を想定しています。また、気象

情報等を基に、避難情報の発信を行っ

ています。さらに、自助・共助を促すた

めの支援として、関係機関と連携し、地

域住民向けの防災訓練や防災講話を実

施しています。 

 

国土交通省では、対象災害に水害を加えた「下水道 BCP 策定マニュアル 2019 年版（地震・津

波、水害編）」（令和 2 年 4 月）を改定しました。今後、日野市でも、地域防災計画の改定と合わせ、

浸水を含めた下水道 BCP（業務継続計画）を策定し、浸水被害対応の強化を図る必要があります。 

さらに、近年の気候変動の影響により、集中豪雨等が多発、水災害が激甚化・頻発化していること

から、令和 3 年度に流域治水関連法が改正され、内水ハザードマップの作成が求められています。内

水ハザードマップを活用し、住民等への浸水リスクを周知することで、自助・共助による減災対策お

よび適切な水防活動や避難行動等を促すことができます。 

また、浸水被害を最小限に抑えるため、自助・共助を促す対策として、洪水予報等による避難情報

の発信だけでなく、管きょの水位情報等を活かした、さらなる情報発信を進めることが望まれます。 

  

【日野市洪水ハザードマップ】 

 

出典：日野市地域防災計画 
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洪水氾濫と内水氾濫の違い 

都市浸水には、都市に降った雨が河川等に排水できずに発生する「内水氾濫」と、河川から

溢れて発生する「洪水氾濫」があります。 

 

【内水氾濫による浸水と洪水氾濫による浸水の違い】 

 
出典：国土交通省 HP 

 

課題 

⚫ 日野市には、浸水実績がない地区や、家屋等がなく整備が不要な区域もあります。そこで、

「選択と集中」の観点から、浸水リスクを評価し、雨水整備の優先度の高い地域を中心に、浸

水対策を推進する必要があります。 

⚫ 近年、気候変動等によって、計画規模を上回る豪雨が頻発していることから、計画規模を上

回る豪雨に対する対策も必要とされ、雨水管理総合計画の策定が望まれています。 

⚫ 浸水を含めた下水道 BCP を策定し、浸水被害対応の強化を図る必要があります。 

⚫ 今後は、洪水予報等による避難情報の発信だけでなく、内水ハザードマップの公表や、管き

ょの水位情報等を活かしたさらなる情報発信を進めることが望まれます。 
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3.4. 地震対策 

（1）地震に備える 

 

下水道は、市民生活におけるライフラインの

一つとして、震災時でもその機能を維持する必

要があります。地震により下水道施設が被害を

受けると、トイレが使えないだけでなく、水再

生センターやマンホールからの汚水の流出、管

路破損が原因の道路陥没による事故、都市機能

のマヒ等、公衆衛生や市民生活に多大な影響を

及ぼします。 

日野市では、平成 24 年度に「日野市下水道

総合地震対策計画」、平成 27 年度に「第 2 次

日野市下水道総合地震対策計画」を策定し、計画に基づいた管きょの耐震化を実施しています。令和

2 年度現在、「液状化の可能性が高い」および「液状化の可能性がある」と判断された地域の重要な幹

線等に対する耐震化率は 100%となっています。 

 

【日野市液状化危険度判定】 

 

出典：日野市下水道課「下水道施設耐震検討用システム」 

【下水道のライフライン特性】 

 

出典：国土交通省 HP 
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（2）災害時の復旧体制 

 

下水道機能が停止した際の社会的な影響

の一つとして、避難所等におけるトイレ機能

の停止や低下があります。そこで、日野市で

は避難所等におけるトイレ機能の確保に向

け、マンホール型トイレ施設等の設置を進め

ています。 

また、日野市では、平成 26 年度に「日野

市下水道事業業務継続計画」（以下、日野市

下水道 BCP という）を策定しました。下水

道 BCP とは、災害時にも下水道施設の機能

を維持、または早期回復できるようにするための計画です。令和 2 年度、日野市では日野市下水道

BCP に基づいた訓練を実施し、職員の対応能力向上を図っています。また、定期的な見直しを進め、

日野市下水道 BCP は令和 2 年 3 月に最新版に改定しました。 

 

【下水道 BCP に基づく訓練の様子（左）、マンホール型トイレ施設（右）】 

  

課題 

⚫ 避難所等におけるトイレ機能の確保に向け、引き続きマンホール型トイレ施設の整備を進め

る必要があります。 

⚫ 多発する災害時の対応の教訓・事例や訓練を踏まえて、PDCA による継続的な下水道 BCP

の見直しを進め、内容をより実践的なものにしていくことが必要です。 

⚫ また、下水道 BCP の定着と職員の対応能力向上を図るため、定期的な訓練を実施する必要が

あります。 

【下水道 BCP の導入に伴う効果イメージ】 

 

出典：中央省庁業務継続ガイドライン第２版 
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3.5. 維持管理 

（1）管路施設の維持管理 

 

日野市では、これまで昭和 33 年から整

備してきた約 515km の汚水管きょを有し

ています。これらの膨大な量の管きょを適

正に管理するために効率的な点検・調査お

よび修繕・改築が重要となります。 

管きょの老朽化を放置すれば、下水道機

能の停止によるトイレの使用制限や汚水の

市街地への流出、さらには管きょの破損に

よる道路陥没等、日常生活や社会経済活動

に重大な影響を及ぼすことになります。 

日野市では、計画的かつ効率的な下水道施設の維持管理を行うため、以下の計画を策定し、これら

の計画に基づいた点検・調査および修繕・改築を行っています。 

 

維持管理計画 

⚫ 平成 20 年度、国が創設した「下水道長寿命化支援制度」を活用し、事故の未然防止およびライ

フサイクルコストの最小化を図ることを目的に、平成 24 年度に「日野市下水道管路施設長寿命

化計画」を策定しました。 

⚫ その後、平成 28 年度に「下水道ストックマネジメント支援制度」が創設されたことを受け、当

制度を活用して持続的に下水道事業を実施するため、平成 29 年度に「日野市下水道ストックマ

ネジメント計画」を策定しました。 
 

【今後の老朽化の考え方】 

 
出典：国土交通省 HP 

【管きょの布設状況（汚水）】 
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（2）雨天時浸入水への対策 

 

日野市では、汚水の排除方式は雨水と別々に

収集する分流式下水道を採用しています。本来、

分流式の汚水施設には、雨水や地下水は流入し

ない構造となっていますが、雨天時に下水量が

急激に増大する状況が多く確認されています。 

この雨天時に汚水施設へ流入する雨水や地下

水のことを雨天時浸入水といい、雨天時に増大

した下水量が汚水施設の処理能力を超える場合

には、汚水管からの溢水、ポンプ場・処理場の

冠水、処理場における処理能力の低下、公共用

水域の水質悪化、公衆衛生の悪化等が懸念され

ることや、流域下水道維持管理費負担金の増加

につながることから、計画的な対応が求められ

ています。 

 

東京都では、平成 23 年度に、日野市を含め

た浅川処理区における流量調査を実施してお

り、この調査で「京王平山住宅地」の対策優先

度が高いと判断されました。日野市では、平成 25 年度から令和元年度にかけて、長寿命化計画に基

づく対策により同地区の汚水管の更生や取付け管の布設替等を実施しました。雨天時浸入水対策後、

令和 2 年度に再度流量調査を実施したところ、雨天時浸入水は平成 24 年度の 41～54%程度とな

り、対策効果が確認されました。 

また、令和元年度における日野市の有収率（年間有収水量/汚水処理水量×100）は、83.8%であ

り、近隣市（八王子市、町田市、稲城市、多摩市）の平均値 88.0%に対してやや低い状況にありま

す。その要因として、多量の雨天時浸入水の発生が考えられることから、引き続き、雨天時浸入水の

削減に努め、有収率の向上を図る必要があります。 

 

有収率とは 

処理した汚水のうち使用料徴収の対象となる有収水の割合です。有収率が高いほど、使用料

徴収の対象とすることができない雨天時浸入水等の不明水が少ないことを示し、事業体にとっ

ては高い方が望ましいとされています。 

 

  

【雨天時浸入水イメージ】 

 
出典：東京都下水道事業経営計画 2021 

 

【雨天時浸入水の比較結果（台風無）】 

 

出典：平山住宅下流雨天時増水調査業務委託 業務報告書 
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（3）維持管理のデジタル化 

 

日野市では、管路施設の情報をデジタ

ル化して一括管理する電子台帳システム

を導入し、令和 2 年度までに管路調査お

よび台帳データの更新を行いました。 

 

日野市が独自で導入している電子台帳

システムは、管きょ情報（管径、延長、管

種、土被り、布設年度等）の一元管理や

点検・調査、補修履歴等のデータを蓄積

し、維持管理へ活用することが可能です。

現在、日野市では、点検・調査等の維持

管理情報を含む施設情報の電子化を進め

ています。 

 

今後、管きょの老朽化に伴い、維持管

理コストや更新事業量が増加していくこ

とから、電子台帳システムに点検・調査

結果だけでなく、多種多様なデータを集

約し、集約したデータを分析、点検・調

査や修繕・改築の計画策定にフィードバックする等、計画から設計、工事、維持管理のあらゆる場面

で活用していく必要があります。 

  

【維持管理起点マネジメントサイクル】 
 

 

出典：新下水道ビジョン加速戦略（平成 29 年 8 月） 
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また、近年の気候変動の影響により、集中豪雨等が多発、水災害が激甚化・頻発化していることか

ら、令和 3 年度に流域治水関連法が改正され、下水道の樋管等の操作ルールの策定が義務付けられま

した。 

日野市では、河川等から市街地への逆流等を確実に防止するため、令和 2 年度に「多摩川・浅川の

樋管の管理」の操作規則を定めました。 

今後は、より安全・確実に樋管等の操作を行うため、開閉の自動化や遠隔化システムの導入が望ま

れます。 

 

【樋管による逆流防止のイメージ】 

 
 

出典：流域治水関連法の改正（下水道関係）説明会資料（令和 3 年 7 月）国土交通省水管理・国土保全局下水道部 

 

 

課題 

⚫ 今後、老朽化した管路施設は、ますます増加していくことから、ストックマネジメント計画

に基づく計画的な点検・調査を行うと共に、効率的な修繕・改築を実施する必要があります。 

⚫ 昨今、雨水が汚水管に流入する状況が多く確認されており、計画的な対応が求められていま

す。 

⚫ 管きょの老朽化に伴い、維持管理コストや更新事業量が増加していくことから、維持管理情

報の効率的な集積・運用を実施する必要があります。 

⚫ 樋管の操作の安全性・確実性向上のため、開閉の自動化や遠隔化システムの導入が望まれま

す。 
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3.6. 資源の循環利用 

（1）下水道資源の有効利用 

 

日野市には、流域下水道の終末処理場として東京都が管理する浅川水再生センターがあり、その

西側には「みなみぼり遊歩道」が作られています。みなみぼり遊歩道は、市民に親しまれる水再生

センターづくりを目指して設けられました。園内を流れる水は、従来よりも水を綺麗にできる高度

処理をした処理水を再利用しています。 

また、管きょの洗浄水としても、処理水を利用しており、処理水の循環利用に努めています。 

さらに、水再生センターで焼却された下水汚泥については、セメントやアスファルト等の原料と

して資源化が進められてきました。 

日野市では、今後も、多様な資源として活用できる可能性を有している処理水や汚泥の有効利用

に協力していく必要があります。 

 

【みなみぼり遊歩道（左）、焼却灰の資源化（右）】 

  

出典：東京都下水道事業経営計画 2016 

 

 

課題 

⚫ 下水道は、水、下水汚泥中の有機物、窒素・りん、再生可能エネルギーである下水熱等、多様

な資源として活用できる可能性を有していることから、今後も処理水や汚泥の有効利用に協

力していく必要があります。 
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3.7. 魅力の発信 

（1）情報発信の充実 

 

日野市が故郷の新選組副長・土方歳三

は、その生涯を閉じてから、令和元年で

150 年目となりました。そこで日野市で

は、「土方歳三」個人に焦点を当てたシテ

ィプロモーションを実施し、その一環と

して「土方歳三没後 150 年記念デザイ

ンマンホール」を設置しました。また、

土方歳三の記念デザインマンホールをマ

ンホールカードにしたものを、令和元年

度より配布し、下水道を身近に感じても

らえるように、積極的な広報活動を行っ

ています。 

また、平成 28 年度から令和元年度まで、多摩川流域の魅力の発信、漁業の振興、環境保全の推進

を図るため、「浅川アユまつり」を毎年開催しました。ここでは、下水道特設ブースを設置し、啓発を

行うことで、“下水道の見える化”に努めました。 

さらに、東京都が毎年主催する「浅川水再生センター夏フェスタ」においても、下水道事業の役割

や大切さについて、市民の理解を深めることを目的とし、啓発活動を行ってきました（令和元年度、

令和 2 年度は、新型コロナウイルス感染症対策のため中止）。 

日野市では、市民に対し、下水道事業について理解・関心の強化や、防災意識を向上していくため、

引き続き、マンホールカードや日野市 HP 等を利用した広報活動を実施する必要があります。 

  

【記念マンホール】 

 

出典：日野市 HP 
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【浅川アユまつり下水道特設ブース（左）、夏フェスタポスター（右）】 
 

  
 

出典：東京都下水道局 HP 

 

 

課題 

⚫ 市民に対し、下水道事業について理解・関心を深めていくことや、防災意識を向上していく

ため、引き続き、マンホールカードや日野市 HP 等を利用した広報活動を実施する必要があ

ります。 
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3.8. 下水道経営 

（1）下水道事業の運営 

 

下水道事業は、下水道使用料収入、国や都からの交付金、地方債、一般会計からの繰入金により賄

われています。下水道事業に係る経費は、「雨水公費・汚水私費」の考え方に基づき、雨水に係る費用

は基本的に公費で、汚水に係る費用は下水道使用者からの下水道使用料で負担することになっていま

す。 

日野市の下水道事業は、東京都が事業主体である多摩川流域下水道の関連公共下水道として事業を

推進しているため、流域幹線までの管きょの建設費と維持管理費のほか、東京都（流域下水道）の建

設費や改良費、維持管理費の一部を、関連する各市町村と分担して負担する必要があります。なお、

日野市の下水道計画区域は、①南多摩処理区、②浅川処理区、③秋川処理区に分かれていることから、

3 処理区分の負担金を支払う必要があります。 

 

日野市では公債費を抑制することで、企業債の償還

に努めています。しかし、未だ支出が収入を上回って

おり、一般会計補助金等の補助的財源に頼らざるを得

ない状況が続いています。 

国では、「公営企業が住民生活に密着したサービス

の提供を、将来にわたり安定的に継続するために、中

長期的な経営計画である「経営戦略」を策定し、同計

画に基づく経営基盤強化等に取り組むことが必要で

ある。」としています。このような状況を踏まえ、将来

にわたり安定した事業運営を行うことを目標として、

令和 3 年度に「日野市公共下水道事業経営戦略」を策

定しました。 

 

【下水道事業の歳入歳出実績】 

下水道事業の歳入 下水道事業の歳出 

  

【日野市公共下水道事業経営戦略】 
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（2）人口減少に伴う使用料収入の減少 

 

日野市の人口は、昭和 30 年代から昭和 60 年代にかけて急増しており、東京都全体の爆発的人口

増加の受け皿となっていました。 

令和 3 年現在、日野市の人口は緩やかな増加傾向が続いていますが、日野市の人口ビジョンにおけ

る将来人口の推計では、将来的に人口減少に転じると推計されています。 

今後、日野市の下水道事業においても、人口減少の影響により、使用料収入の減少が予測され、下

水道事業経営に大きな影響を与えることが予想されます。 

しかし、今後、未普及対策事業の推進、浸水対策、地震対策、老朽化対策、施設の老朽化に伴う維

持管理作業の増加、健全な事業経営に向けた適正な下水道使用料水準の検討等、現状以上の業務量と

なることが見込まれます。このことから、日野市の下水道事業では、これまでの人口増加を前提とし

た整備手法から、将来の人口減少にも対応できる事業運営へ変えていく必要があります。 

 

【日野市人口推計】 

 

出典：日野市人口ビジョン（平成 28 年 3 月） 
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（3）公営企業会計の導入 

 

これまで日野市の下水道事業の会計方式は、現金の動きを明らかにする仕組みである官庁会計とな

っていましたが、この会計方式は、単年度決算のため、将来支払う負債が不明確でした。 

平成 26 年度、総務省は、下水道事業について、地方公共団体（人口 3 万人以上の団体）は、遅く

とも令和 2 年度予算・決算までに公営企業会計に基づいたものに移行を求めましました。 

これを受けて、日野市では平成 28 年度より、公営企業会計の導入に向け検討を行い、令和 2 年 4

月 1 日より地方公営企業法の財務規定等を適用しました。これにより、損益情報やストック情報等の

経営状況を正確に把握し、より的確な事業運営に努めています。 

 

【地方公営企業法適用の意義】 

 

出典：総務省 HP 
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（4）広域化・共同化の検討 

 

下水道の事業運営には、人口減少の進行に

伴う使用料収入の減少や、技術職員の減少、

下水道施設の老朽化といった様々な課題が

あります。 

執行体制の確保や経営改善により良好な

事業運営を継続するためには、スケールメリ

ットを生かして効率的な管理が可能な広域

化・共同化は有効な手法の一つとされています。 

平成 29 年度、国土交通省は関係 3 省（総務省、農水省、環境省）と連名にて、全ての都道府県に

おける令和 4 年度までの汚水処理の事業運営に係る「広域化・共同化計画」の策定を要請しました。 

日野市は、東京都が管理する流域下水道の構成市であり、広域的な汚水処理に参画しています。ま

た、現在、東京都（流域下水道）では、「下水道事業の広域化・共同化検討会」において、さらなる広

域連携について検討を進めています。 

 

 

課題 

⚫ 日野市では、支出が収入を上回っており、一般会計補助金等の補助的財源に頼らざるを得な

い状況が続いていることから、今後は、「日野市公共下水道事業経営戦略」に基づいた事業

運営を行い、経営の健全化を推進する必要があります。 

⚫ 日野市の人口は、将来的に減少に転じると推計されていることから、将来の人口減少にも対

応できる事業運営へ変えていく必要があります。 

⚫ 地方公営企業法の適用により、類似の公営企業や民間企業との比較が可能となり、財政状況

を明らかにすることにより、“経営の見える化”に努める必要があります。 

⚫ 経費の節減や業務の効率化だけでなく、職員の技術の継承といった観点からも、近隣自治体

と連携し、広域化・共同化を推進する必要があります。 

  

【広域化・共同化イメージ】 

   

 

 

 

 

 

 

厳しい財政状況 職員減少 施設の老朽化 

広域化・共同化 
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3.9. 課題のまとめ 
 

日野市の下水道事業で、今後取り組む課題を挙げると、次のとおりです。 

日野市の下水道事業は、時代の変化に伴い、解決すべき課題が顕在化しています。こうした状況の

中、下水道の基本的な役割を担い続けるとともに、長期的な視点に立って下水道サービスの更なる向

上を図るため、目標と施策を明確化する必要があります。 

また、課題やニーズが多様化・複雑化し、日野市だけでの対応が難しくなっており、こうした課題

を解決するためには、市民の皆様の協力や東京都との連携が必要不可欠です。 

 

 

汚水処理 

⚫ 公共用水域の水質向上を図るため、汚水未整備区域を解消する必要があります。 

⚫ 公共用水域の水質や使用料収入の向上を図るため、接続率 100%への取り組みを実施する必要があ

ります。 

水環境の保全 

⚫ 浅川の流量維持や湧水の保全のため、雨水浸透施設の設置を促進する必要があります。 

⚫ 雨水浸透施設の機能を長く維持するには、適切かつ定期的な維持管理が不可欠であり、市民や民

間事業者等に定期的な清掃・点検に協力してもらう必要があります。 

 

浸水対策 

⚫ 優先度を考慮した浸水対策を推進する必要があります。 

⚫ 気候変動による計画規模を上回る豪雨に対しても、対策を実施する必要があり、雨水管理総合計画の

策定が望まれています。 

⚫ 浸水を含めた下水道 BCP を策定し、浸水被害対応の強化を図る必要があります。 

⚫ 洪水予報等による避難情報の発信だけでなく、内水ハザードマップの公表や、管きょの水位情報等を

活かしたさらなる情報発信を進める必要があります。 

地震対策 

⚫ 避難所等におけるトイレ機能の確保に向け、引き続きマンホール型トイレ施設の整備を進める必要

があります。 

⚫ 多発する災害時の対応の教訓・事例や訓練を踏まえて、PDCA による継続的な下水道 BCP の見直

しと定期的な訓練を実施する必要があります。 
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維持管理 

⚫ 老朽化により、更新が必要となる管路施設が増大することから、ストックマネジメント計画に基づく

計画的な点検・調査、効率的な修繕・改築を実施する必要があります。 

⚫ 有収率向上を図るため、雨天時浸入水に対する計画的な対応を実施する必要があります。 

⚫ 膨大な量の下水道施設を適切に維持管理するため、維持管理情報の効率的な集積・活用を実施する必

要があります。 

⚫ 樋管操作の安全性・確実性向上のため、開閉の自動化・遠隔化システムの導入が望まれます。 

 

資源の循環利用 

⚫ 東京都と連携し、処理水や汚泥の有効利用を推進する必要があります。 

魅力の発信 

⚫ 市民に対し、下水道事業について理解・関心の強化や、防災意識を向上していくため、積極的な広報

活動を実施する必要があります。 

 

下水道経営 

⚫ 支出が収入を上回っていることから、「日野市公共下水道事業経営戦略」に基づいた、経営の健全化

を推進する必要があります。 

⚫ 将来の人口減少にも対応できる事業運営へ変えていく必要があります。 

⚫ 地方公営企業法適用による、“経営の見える化”に努める必要があります。 

⚫ 経費の節減や業務の効率化、職員の技術継承に向けた、広域化・共同化を推進する必要があります。 

 

  



 

4. 国と日野市の施策方向性 
 

34 

4.1. 国の動向 
 

（1）下水道政策（国土交通省） 

国では、「新下水道ビジョン」、「新下水道ビジョン加速戦略」により、下水道事業の方向性を示して

います。 

 

これまでの下水道政策 ： 下水道ビジョン 2100（H17）＆下水道中期ビジョン（H19） 
 

 

 

社会経済情勢の変化 
 

○ 人口減少・高齢化の進行       ○ 管理時代への移行 

○ 大規模災害の発生リスクの増大      ○ 地球温暖化による気候変動に伴う影響 

○ 水資源食料エネルギー需給のひっ迫  ○ 成長戦略・技術革新の進展 

○ 国際的な水ビジネス市場の拡大 
 

 

 

 

「循環のみち下水道」の持続  「循環のみち下水道」の進化 

◼ アセットマネジメントの確立 

◼ クライシスマネジメントの確立 

◼ 国民の理解の促進とプレゼンスの向上 

◼ 下水道産業の活性化・多様化 

 
◼ 健全な水環境の創造 

◼ 水・資源・エネルギーの集約・自立・ 

供給拠点化 

◼ 汚水処理の最適化 

◼ 雨水管理のスマート化 

◼ 世界の水と衛生、環境問題解決への貢献 

◼ 国際競争力のある技術開発と普及展開 

 

 

H29 新下水道ビジョン加速戦略 

重点項目 Ⅰ. 官民連携の推進 

Ⅱ. 下水道の活用による付加価値向上 

Ⅲ. 汚水処理システムの最適化 

Ⅳ. マネジメントサイクルの確立 

Ⅴ. 水インフラ輸出の促進 

Ⅵ. 防災・減災の推進 

Ⅶ. ニーズに適合した下水道産業の育成 

Ⅷ. 国民への発信 

 

 H26 新下水道ビジョン：循環のみち下水道の成熟化 

施設再生 

循環のみち下水道 

「排除・処理」から「活用・再生」へ 

水のみち 資源のみち 
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4.2. 日野市の動向 
 

（1）（仮称）2030 ビジョン 

現代の社会は、人口減少への歴史的な転換点にあります。行政においても、デジタル化だけでなく、

あらゆる視点で、視点や発想の転換（トランスフォーム）と新たな基軸（イノベーション）が求めら

れています。 

そこで、日野市では、『基本構想・基本計画』と『総合戦略』を一体化した『（仮称）2030 ビジョ

ン』を令和 4 年度に策定予定です。『（仮称）2030 ビジョン』は、多様性のある社会への変化を踏ま

え、複合的な視座を得るための指針となる計画です。 

 

【（仮称）2030 ビジョンの計画概要】 
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（2）日野市 SDGs 未来都市計画 

① SDGs とは 

持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）とは、2001 年に策定され

たミレニアム開発目標（MDGs）の後継として、2015 年 9 月の国連サミットで加盟国の全会一致

で採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載された、2030 年までに持続可

能でよりよい世界を目指す国際目標です。17 のゴールから構成され、地球上の「誰一人取り残さな

い（leave no one behind）」ことを誓っています。 

 

【SDGs17 のゴール】 

 

出典：国際連合広報センターHP 
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② SDGs 未来都市 

SDGs 未来都市とは、地域発で持続可能な地域づくりを進め、モデルとなる取り組みを日本や世

界に発信することを目的に、SDGs の達成に向けた取り組みを提案する都市を内閣府が選定する制

度です。 

持続可能な地域づくりを進めるためには、「経済・社会・環境」の 3 分野を統合的な取り組みの推

進や、ある分野の取り組みが他の分野への好影響を与える好循環を意識した取り組みを推進するこ

とが必要とされています。 

2019 年度、日野市を含む 31 自治体が SDGs 未来都市に選定されました。日野市では、次世代

に引き継ぎたいと思える地域づくりを進めるために、市民・企業等あらゆるステークホルダーとの

対話と共創を重視した取り組みを進めていくこととしています。 

下水道事業においても、この持続可能な開発目標を念頭に、目標達成に向けて何ができるか考

え、そして取り組んでいくことが必要です。 

 

【日野市 SDGs 未来都市計画】 
 

市民・企業・行政の対話を通した生活・環境課題産業化で実現する 

生活価値（QOL）共創都市 日野 

 

出典：日野市 SDGs 未来都市計画 

  



 

5. 基本理念と基本方針 
 

38 

5.1. 基本理念 
 

前章の日野市公共下水道事業の現状と課題を踏まえた上で、今後の日野市の下水道が目指すべき

「基本理念」を定めました。この基本理念は、日野市の上位計画や関連計画の基本理念を反映してい

ます。 

 

第 2 次日野市下水道プラン 基本理念 

下水道とともに創りあげる 水が豊かで 安全・安心なまち 日野 

 

 

 

 

5.2. 基本方針 
 
日野市公共下水道に課せられた役割と使命を果たし、また新たに抱える課題を解決するため、第 2

次日野市下水道プランの基本理念を踏まえ、基本方針として次の 4 点を掲げました。 

 

 

第 2 次日野市下水道プラン 基本方針 

１. 自然と調和した環境に優しいまちづくり 

２. 安全・安心に暮らせるまちづくり 

３. 地域の魅力を活かしたまちづくり 

４. 健全な下水道経営 
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１. 自然と調和した環境に優しいまちづくり 

施策の方向性 

汚水処理 

⚫ 公共用水域の水質保全や公衆衛生の確保を図るため、引き続き、土地区

画整理事業に合わせた未整備地区の整備促進や、未接続家屋の下水道へ

の接続促進に努めます。 
    

水環境の保全 

⚫ 浅川の流量や湧水地点数が減少傾向にあることから、グリーンインフラ

の考え方に基づき、雨水の地下浸透を図り、水循環の健全化を推進しま

す。 
   

 

２. 安全・安心に暮らせるまちづくり 

施策の方向性 

浸水対策 

⚫ 日野市には浸水実績がない地区や家屋等がなく、整備不要

な区域もあることから、浸水リスクを評価し、雨水整備の

優先度の高い地域を中心に雨水整備を推進します。 

⚫ 近年頻発している計画規模を超える降雨に対しても、ハー

ド対策、ソフト対策、自助・共助の促進を組み合わせた総

合的な浸水対策を推進します。 

     

地震対策 

⚫ 大規模地震時にも下水道施設の機能を維持、または早期回

復できるようにするため、下水道 BCP の継続的な見直し

と、定期的な訓練を実施します。 

⚫ 避難所におけるトイレの確保、管理について計画を策定し

ていきます。 

    

維持管理 

⚫ 下水道施設の老朽化による道路陥没等の被害が起こらな

いよう、計画的・効率的な維持管理を実施するとともに、

雨天時浸入水に対しても計画的な対策を推進します。 

⚫ 下水道施設の老朽化や雨天時浸入水等に的確に対応して

いくため、維持管理のデジタル化を推進します。 
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３. 地域の魅力を活かしたまちづくり 

施策の方向性 

資源の循環利用 

⚫ 循環型社会の構築に向けて、東京都と連携し、処理水や下水汚泥の有効利用に努

めます。    

魅力の発信 

⚫ 継続的な下水道事業運営のため、マンホールカードや日野市 HP 等を利用し、下

水道の魅力や防災情報を積極的に発信していくことで、“下水道の見える化”に

努めます。 
   

 

４. 健全な下水道経営 

施策の方向性 

下水道経営 

⚫ 下水道事業の財政状況を健全化を図るため、経営戦略に基づいた中長期的な視野

に基づく計画的な経営に取り組みます。 

⚫ 地方公営企業法適用による“経営の見える化”を進め、経営基盤の確保に努めま

す。 

⚫ 下水道施設の老朽化や技術職員の減少、人口減少に伴う使用料収入の減少といっ

た様々な課題を抱える中、将来にわたり持続的な事業を運営するため、効率的な

管理が可能な広域化・共同化の取り組みについて、近隣自治体と検討します。 
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計画期間内に実施する日野市公共下水道事業の具体的施策を以下に示します。 

 
【第 2 次日野市下水道プランの施策体系（令和 4 年度～令和 12 年度）】 

 

 
注．前回プランからの見直しについては、以下のように示します。 

継続       ：前回プランの施策をそのまま踏襲するもの 

継続（一部見直し）：一部、前回ブランの施策を見直し、追加して実施するもの 

新規       ：新たに取り組むもの 

① 公共下水道（汚水）の整備促進

② 下水道管きょ（汚水）への接続促進

水環境の保全 ① グリーンインフラの取り組み促進

① 公共下水道（雨水）の整備促進

② 気候変動に対応した浸水対策の強化

地震対策 ① 災害対応能力の強化

①
下水道ストックマネジメント計画
に基づく維持管理

② 雨天時浸入水対策の推進

③ 維持管理のデジタル化推進

資源の循環利用 ① 下水道資源の有効利用

魅力の発信 ① 情報発信の充実

① 経営戦略に基づく事業運営

② 広域化・共同化の検討

自然と調和した環境に
優しいまちづくり

汚水処理

基本方針 施策 取り組み

安全・安心に暮らせる
まちづくり

浸水対策

維持管理

地域の魅力を活かした
まちづくり

健全な下水道経営 下水道経営

基本理念 

下水道とともに創りあげる 水が豊かで 安全・安心なまち 日野 

継続（一部見直し） 

新規 

継続 

継続（一部見直し） 

継続（一部見直し） 

継続 

継続（一部見直し） 

新規 

新規 

継続（一部見直し） 

新規 

新規 

新規 

前回プランの見直し 
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6.1. 汚水処理 

6.1.1. 公共下水道（汚水）の整備促進 

 

家庭や事業所から排出される汚水は、河川や海域等の水質汚濁の主な原因となっており、水質保全

のためにも下水道の普及促進は重要なものです。 

日野市では、「多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画（東京都）」に基づき、公共下水道整備を

遂行し、令和 2 年度現在では下水道処理人口普及率 96.0%に至っています。処理区別の内訳は、南

多摩、秋川処理区が 100%、浅川処理区が 94.4%となっており、浅川処理区における下水道整備を

推進し、速やかに汚水処理率 100%達成を目指す必要があります。 

なお、浅川処理区の未整備区域の大部分は、事業中の土地区画整理区域にあたるため、汚水整備の

推進を図るためには、土地区画整理事業との連携が不可欠となっています。 

日野市では、今後も土地区画整理事業と合わせた計画的な下水道の普及促進を実施します。 

 

取り組み内容 

公共下水道（汚水）の整備促進 

⚫ 令和 4 年度から令和 10 年度は、現在の土地区画整理事業の進捗と合わせた計画的な汚水整備を

実施します。 

⚫ 令和 11 年度以降も土地区画整理事業と連携して、事業を推進していきます。 

 

【下水道処理人口普及率の推移】 
 

 

 

【公共下水道（汚水）の整備促進 取り組み目標】 

項目 現況（R2） 中間年度（R7） 目標年度（R12） 

下水道処理人口 

普及率 
96.0% 97.1% 98.1% 
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【土地区画整理事業の施工予定年度（令和 2 年度末現在）】 

 

※現在施工中の土地区画整理事業の完了は、令和 10 年度を予定しています。 

 

【土地区画整理事業位置図】 

 

  

～ R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

豊 田 南 87.1

万 願 寺 第 二 46.4

東 町 34.5

西 平 山 91.4

川 辺 堀 之 内 18.7

合 計 278.1

地区名
施工面積

（ha）

事業施行予定期間

―
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6.1.2. 下水道管きょ（汚水）への接続促進 

 

公共下水道が供用開始されると、水洗化への改造義務が生じます。令和 2 年度現在、日野市の下水

道管きょ（汚水）への接続率は 98.3%に到達していますが、公共用水域の水質改善や使用料収入確

保のため、以下に示す対策を行い、さらなる接続率向上に努めます。 

 

取り組み内容 

下水道管きょ（汚水）への接続促進 

⚫ 「公共下水道使用切替工事費融資あっせん制度」による下水道の接続を促進します。 

 

⚫ 未接続家屋を特定するとともに、接続願い文書や接続 PR パンフレットの配布を実施します。 

 

【PR パンフレット、下水道未接続区域の側溝】 
 

    
 

【接続率の推移】 

 

 

【下水道管きょ（汚水）への接続促進 取り組み目標】 

項目 現況（R2） 中間年度（R7） 目標年度（R12） 

接続率 98.3% 98.7% 98.9% 

下水道に接続していない地区の 

側溝に生活排水が流れています 
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6.2. 水環境の保全 

6.2.1. グリーンインフラの取り組み促進 

 

日野市の河川や湧水の水質は、汚水整備が進むにつれて、改善されていますが、浅川の流量や湧水

地点は減少傾向にあります。 

そこで、日野市では、健全な水環境を保全するため、関連部局と連携し、みどりの保全や、家庭や

事業所、公共施設に対する雨水浸透施設の設置促進する等、グリーンインフラの考え方に基づき、雨

水の地下浸透を図っていきます。 

なお、当施策は、下水道だけでなく、関連部局と連携し、一体的に取り組むことで、健全な水環境

の保全・回復に努めるものです。 

 

 

グリーンインフラとは 
 

グリーンインフラとは、自然環境が有する機能を社会における様々な課題解決に活用しよう

とする考え方です。 

 
【グリーンインフラの考え方（当面）】 

 

 
 

出典：国土交通省 HP 
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取り組み内容 

みどりの保全 

⚫ 健全な水循環を維持・回復するため、緑地、樹林地および農地の保全を推進します。 

 
民間施設（家庭・事業所）への浸透施設設置 

⚫ 宅地造成および建築物の新築又は増改築に際し、雨水浸透施設設置の指導を行います。 

 
公共施設への浸透施設設置 

⚫ 学校や公園等の公共施設に対し、雨水浸透機能の確保に努めます。 

⚫ 第三次日野市バリアフリー特定事業計画に基づき、道路の透水性舗装への打替えを実施します。 

 
共創による浸透施設の維持管理 

⚫ 市民や事業者との共創により、適切かつ定期的な浸透施設の維持管理に努めます。 

 

雨水浸透施設は、保水機能を維持するのみならず、地下水涵養、平常時の河川の流量確保、

水質改善等の環境面にも効果が期待されます。そこで、雨水浸透施設を活用し、健全な水循環

を促す必要があります。 

 

【グリーンインフラの設置イメージ】 
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丘陵地について 
 

日野市における丘陵地は、雨水を浸透させると土砂崩れ等のおそれがあるため、雨水浸透施

設設置規制区域としています。 

 

【雨水浸透施設設置規制区域】 
 

 

 

 

【雨水浸透施設の普及促進 取り組み目標】 

項目 現況（R2） 中間年度（R7） 目標（R12） 

浸透施設の普及 
宅地造成や一定規模以上の建築物の建築時における 

浸透施設の普及促進 
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6.3. 浸水対策 

6.3.1. 公共下水道（雨水）の整備促進 

 

これまでの雨水整備は、計画区域全域において一律の整備目標で整備を進めることを基本としてお

り、過去の浸水被害の大きい地区を優先的に整備してきた事例がほとんどです。しかし、近年では、

「再度災害防止」に加え「事前防災・減災」、「選択と集中」等の観点から、浸水リスクを評価し、雨

水整備の優先度の高い地域を中心に浸水対策を推進することとされています。 

そのため、地方公共団体において、下水道による浸水対策を実施すべき区域や目標とする整備水準、

当面・中期・長期の施設整備の方針等の基本的な事項を定める「雨水管理総合計画」を策定すること

が望ましいとされています。 

そこで、日野市では、雨水管理総合計画を策定し、浸水リスクを踏まえた雨水管きょの整備を進め

ます。 

 

取り組み内容 

雨水管理総合計画の策定 

⚫ 令和 6 年度の日野市公共下水道事業計画見直しと合わせて、雨水管理総合計画を策定することを

目標とします。 

 

浸水リスクを踏まえた雨水管きょ整備 

⚫ 策定した雨水管理総合計画に従い、浸水シミュレーション等による浸水リスクを踏まえた雨水管

きょの整備を進めます。 
 

【浸水対策実施区域のイメージ】 
 

 

出典：雨水管理総合計画策定ガイドライン（案）（平成 29 年 7 月）国土交通省水管理・国土保全局下水道部 
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【公共下水道（雨水）の整備促進 取り組み目標】 

項目 現況（R2） 中間年度（R7） 目標年度（R12） 

雨水管理総合計画の 

策定 
－ 

計画策定 

（R6） 
－ 

面整備率 

（現行事業計画区域） 
 89.1%（R1） 90.3% 91.3% 

 

 

 

6.3.2. 気候変動に対応した浸水対策の強化 

 

近年の気候変動によって、計画規模を上回る降雨が頻発しています。また、今後、その降雨規模も

増大していくことが予測されています。 

この気候変動を踏まえ、これまでの浸水被害状況に加え、降雨規模の増大に対するリスクを踏まえ、

事業の重点化・効率化を検討していく必要があります。 

そのためには、ハード対策に、ソフト対策、自助・共助を組み合わせることにより、効果的に浸水

被害を最小化し、雨に強いまちづくりを実現する総合的な対策が必要となります。 

今後は、前述の雨水管理総合計画において、計画規模を上回る降雨に対しても具体の対応方針を検

討し、浸水対策の強化を図ります。例えば、これまでの各種取り組みに加え、管きょ内に水位計を設

置して、水位上昇（浸水）の兆候をつかみ、市民へ情報発信する等、被害軽減に向けたソフト対策の

強化についても検討していきます。 

また、令和 3 年度の流域治水関連法改正により、内水ハザードマップの作成が求められています。

そこで、日野市でも内水ハザードマップのベースとなる雨水出水浸水想定区域図の作成、および避難

情報を追加した内水ハザードマップを作成・公表します。 

 

雨水出水浸水想定区域とは 
 

雨水出水浸水想定区域は、地域の既往最大級の降雨や他地域での大規模な降雨、水防法に基

づく想定最大規模降雨等の下水道の雨水排水能力を上回る降雨が生じた際に、下水道その他の

排水施設の能力不足や河川の水位上昇に伴い当該雨水を排水できない場合に浸水の発生が想

定される区域や、実際に浸水が発生した区域です。 
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【下水道による総合的な浸水対策のイメージ】 

 
出典：国土交通省 HP 

 

取り組み内容 

ハード対策（雨水流出抑制施設の普及促進） 

⚫ 関連部局と連携し、民間施設や公共施設に対して、雨水浸透施設の普及を促進するとともに、雨

水貯留施設の導入検討を行います。 
 
ソフト対策 

⚫ 関連部局と連携し、雨水出水浸水想定区域図を作成、および避難情報を追加した内水ハザードマ

ップを作成・公表します。 

⚫ 日野市地域防災計画の改定と合わせ、浸水を対象災害に加えた下水道 BCP を策定し、災害対応

の強化を図ります。 

⚫ 管きょの水位情報等を活かした、さらなる情報発信の検討を行います。 
 
自助・共助の促進 

⚫ 引き続き、関係機関と連携し、地域住民向けの防災訓練や防災講話を実施します。 
 

【水位情報測定例】 

   
出典：東京都下水道事業経営計画 2021 
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【気候変動に対応した浸水対策の強化 取り組み目標】 

項目 
現況 

（R2） 

中間年度 

（R7） 
目標年度（R12） 

ハード 

浸透施設の普及 
宅地造成や一定規模以上の建築物の建築時における 

浸透施設の普及促進 

貯留施設設置の 

検討 
－ 検討 （対策実施） 

ソフト 

内水ハザードマップ 

の作成・公表 
－ 

・雨水出水浸水想定

区域図の作成 

・内水ハザードマッ

プの作成・公表 

－ 

BCP の実践 － 

計画策定・ 

継続訓練 1 回/年 

（見直し検討） 

継続訓練 1 回/年 

（見直し検討） 

情報発信の検討 － 検討 （対策実施） 

自助・共助 

の促進 

防災訓練等の 

実施 
1 回／年 
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6.4. 地震対策 

6.4.1. 災害対応能力の強化 

 

発災時に下水道 BCP が有効に活用されるためには、策定した下水道 BCP を職員や関係者に周知

させるための教育と合わせて、定期的に訓練を立案し、実施することが不可欠です。また、下水道 BCP

は、災害時の対応の教訓・事例や訓練を踏まえて、PDCA による継続的な見直しを進め、内容をより

実践的なものにしていくことが必要です。 

令和元年度に改定した日野市下水道 BCP では、災害時においても下水道機能を早期復旧・維持さ

せるため、被災時の連絡体制や訓練計画、維持改善計画等をとりまとめています。日野市では、今後

も同計画に基づいた訓練と、計画の定期的な見直しを進めます。 

また、指定避難所及び地域における防災拠点の整備として、マンホール型トイレ施設整備等、避難

所におけるトイレの確保、管理について計画を策定していきます。 

 

取り組み内容 

下水道 BCP に基づく定期的な訓練・下水道 BCP の継続的な見直し 

⚫ 下水道 BCP の定着と職員の対応能力向上を図るため、計画に基づいた訓練を行い、発災時に備

えます。 

⚫ より実践的な計画にしていくため、PDCA サイクルによる定期的に下水道 BCP の見直しに取り

組み、スパイラルアップしていきます。 

 
マンホール型トイレ施設の整備促進 

⚫ 災害時にもトイレ機能を確保するため、マンホール型トイレ施設整備等、避難所におけるトイレ

の確保、管理について計画を策定していきます。 

 

【訓練の計画・実施から下水道 BCP 見直しまでの流れの例】 

 

出典：下水道 BCP 策定マニュアル 2019 年版（地震・津波、水害編） 

 

【災害対応能力の強化 取り組み目標】 

項目 現況（R2） 中間年度（R7） 目標年度（R12） 

BCP の実施 － 継続訓練 1 回／年（計画見直し検討） 
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6.5. 維持管理 

6.5.1. 下水道ストックマネジメント計画に基づく維持管理 

 

日野市の下水道管路施設は老朽化が進み、今後、維持管理費および改築費の増加が予測されます。

そこで、既存施設の延命化や費用の平準化による長期的な維持管理費の抑制を図るため、ストックマ

ネジメントの実施により、持続可能な下水道事業に努めてきました。 

今後もストックマネジメント計画に基づき計画的・効率的な点検・調査および修繕・改築に努めま

す。 

 

取り組み内容 

計画的な点検・調査 

⚫ 計画的な点検・調査を行い、下水道施設の⽼朽度や破損状況（健全度）を把握します。 
 

 
出典：日野市下水道ストックマネジメント計画 

 

定期的な清掃 

⚫ 施設内の堆積物等を除去し、管路施設の計画された 

流下能力を確保します。 

 

効率的な修繕・改築 

⚫ 優先度と事業平準化に配慮した効率的な修繕・改築を 

実施します。 

 

【下水道ストックマネジメント計画に基づく維持管理 取り組み目標】 

項目 現況（R2） 中間年度（R7） 目標年度（R12） 

管きょ調査実施率 20 %（R1） 52 % 77 % 

※管きょ調査実施率：汚水管きょ調査延長／汚水管きょ総延長×100 

 

調査頻度 点検頻度

 一般施設 1回／20年 1回／10年

 重要施設（緊急輸送路・軌道下） 1回／10年 1回／5年

1回／10年 1回／5年

対象

一般環境下

腐食環境下

【管路内清掃の様子】 

 

出典：東京都下水道事業経営計画 2021 
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6.5.2. 雨天時浸入水対策の推進 

 

雨天時浸入水は、汚水管からの溢水、公共用水域の水質悪化、流域下水道維持管理費負担金の増加

等、様々な問題が懸念されることから、計画的な対応が求められています。 

今後は、東京都と連携し、重点的に対策を講ずるべき地域を絞り込み、対策を実施します。 

 

取り組み内容 

流量調査に基づいた雨天時浸入水対策工事の実施 

⚫ 優先度を考慮した効率的な雨天時浸入水対策工事を実施します。 

⚫ 対策工事については、ストックマネジメント計画と調整を図り、実施します。 

 

【雨天時浸入水対策の優先度（浅川処理区）】 
 

 

出典：雨天時増水対策調査委託その 2 報告書 平成 24 年 3 月（東京都下水道局流域下水道本部） 

 

【雨天時浸入水対策の推進 取り組み目標】 

項目 現況（R2） 中間年度（R7） 目標年度（R12） 

雨天時浸入水 

対策工事 
一部、対策工事完了 優先度を考慮した対策工事の実施 

 

H25～R1 

対策実施 
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6.5.3. 維持管理のデジタル化 

 

日野市の下水道は、整備促進の時代から、本格的な維持管理の時代へと移行しつつあります。今後、

事業の持続性を高めつつ、サービス向上が図られるよう、デジタル技術等を活用した事業の効率化や

自動化等による生産性の向上が必要とされています。そのためには、下水道事業における DX（デジ

タルトランスフォーメーション）を推進していくことが重要となります。 

日野市では、下水道施設の老朽化や雨天時浸入水等に的確に対応していくため、維持管理を支え

るデータの活用環境を充実させ、日野市下水道事業の DX に向けた整備を進めていきます。 

 

DＸ（デジタルトランスフォーメーション）とは 

DX（デジタルトランスフォーメーション）とは、AI（人工知能）や ICT（情報通信技術）の

普及が、生活をより良いものに変えるという考え方です。 

 

 

取り組み内容（1） 

維持管理の見える化 

⚫ ICT 技術等による維持管理データ収集の効率化により、データの保管活用環境を整備し、施設老

朽化の課題の具体化に向けた検討をします。 

 

【維持管理情報等を起点としたマネジメントサイクル】 

 

 
 

出典：維持管理情報等を起点としたマネジメントサイクル確立に向けたガイドライン（管路施設編）-2020 年版- 

（令和 2 年 3 月）国土交通省 
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取り組み内容（2） 

雨天時浸入水調査の省人化・効率化 

⚫ 東京都と連携し、管きょの水位情報をリアルタイムに測定する多機能型マンホール蓋等を活用

し、雨天時浸入水の効率的な原因調査や対策等を促進します。 

 

【多機能型マンホール蓋の活用による雨天時浸入水対策の促進】 

 
出典：東京都下水道事業経営計画 2021 

 

樋管運転管理の自動化・遠隔化 

⚫ 樋管の操作の安全性・確実性向上のため、開閉自動化・遠隔化システムの導入の検討を行います。 

 

【樋管の自動化・遠隔システム（例）】 

 
出典：津波・高潮対策における水門・陸閘等管理システムガイドライン 

 

【維持管理のデジタル化推進 取り組み目標】 

項目 現況（R2） 中間年度（R7） 目標年度（R12） 

維持管理の 

デジタル化推進 
－ 検討 （対策実施） 

  

樋管 
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6.6. 資源の循環利用 

6.6.1. 下水道資源の有効利用 

 

下水道は、水、下水汚泥中の有機物、窒素・りん、再生可能エネルギーである下水熱等、多様な資

源として活用できる可能性を有しており、これらの資源を有効に活用し、循環型システムを構築する

ことが重要となっています。 

日野市では、引き続き、東京都と連携し、処理水や汚泥の有効利用に貢献していきます。 

 

取り組み内容 

処理水の利用 

⚫ 東京都と連携し、処理水のせせらぎ利用や管きょの洗浄用水としての継続利用を図ります。 

 
汚泥の利用 

⚫ 東京都と連携し、汚泥のセメント化に貢献していきます。 

 
【下水道における資源・エネルギー利用の例】 

 

 
出典：国土交通省 HP 

 

【下水道資源の有効利用 取り組み目標】 

項目 現況（R2） 中間年度（R7） 目標年度（R12） 

資源の有効利用 東京都との連携 連携継続 
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6.7. 魅力の発信 

6.7.1. 情報発信の充実 

 

持続可能な社会を構築するために、下水道の果たすべき使命は、汚水処理や雨水排除だけでなく、

健全な水環境の創造、水・資源・エネルギーの活用等より多様化しています。一方、普及率が上昇し、

街に“あって当たり前”の存在となり、市民の関心や認知度は必ずしも高いとは言えません。継続的

な事業運営のためには、下水道事業に対する市民の理解・関心が不可欠です。 

そこで、下水道の魅力や防災情報を積極的に発信していく“下水道の見える化”に取り組みます。 

 

取り組み内容 

マンホールカードの配布 

⚫ 下水道への親しみを感じてもらうため、デザインマンホール蓋の設置やマンホールカードの配布

を行います。 

 

イベントや HP を活かした情報発信 

⚫ イベントや日野市 HP を活かした積極的な情報発信を進め、下水道事業について理解・関心の強

化や、防災意識の向上を目指します。 

 

【マンホールカード】 
 

 
出典：日野市 HP 

 

【情報発信の充実 取り組み目標】 

項目 現況（R2） 中間年度（R7） 目標年度（R12） 

情報発信回数 
 

(
イベントへの出展

回数や HP 更新等) 

1 回／年 1 回／年 
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6.8. 下水道経営 

6.8.1. 経営戦略に基づく事業運営 

 

日野市では、令和 2 年 4 月より地方公営企業法の財務規定等を適用することで、健全な事業経営

の実現に向けた取り組みを推進しています。 

加えて、将来に渡り安定した事業運営を行うことを目標として、令和 2 年度に「日野市公共下水道

事業経営戦略」を策定しました。経営戦略では、中長期的な視点から経営基盤の強化に取り組むこと

ができるように計画期間を令和 3 年度から令和 12 年度までの 10 年間とし、計画期間の中間にあた

る令和 7 年度に中間評価、必要に応じた見直しを行うこととしています。 

今後は、経営戦略に基づいた事業運営を行い、経営の健全化を推進すると共に、地方公営企業法の

適用による“経営の見える化”を進め、将来に渡り持続可能な経営基盤の確保に努めます。 

 

取り組み内容 

経営戦略に基づく事業運営 

⚫ 経営戦略に基づいた事業運営を行い、経営の健全化を推進します。 

⚫ 5 年に 1 回の頻度で、経営戦略の検証を行い、必要に応じた見直しを行います。 

⚫ 経営戦略の検証・見直しと合わせ、5 年に 1 回の頻度で、下水道使用料改定の必要性に関する検

証を行います。 

⚫ 地方公営企業法の適用による“経営の見える化”を進め、経営基盤の強化に努めます。 

 
【PDCA サイクルに基づく経営戦略の管理】 

 

     
 

出典：日野市公共下水道事業経営戦略 

 

【経営戦略に基づく事業運営 取り組み目標】 

項目 現況（R2） 中間年度（R7） 目標年度（R12） 

経営戦略の定期的な 

検証・見直し 
経営戦略策定（R3） 1 回／5 年 



 

6．具体的施策の内容 
 

60 

6.8.2. 広域化・共同化の検討 

 

今後、人口減少の進行に伴う使用料収入の減少や、技術職員の減少、下水道施設の老朽化といった

様々な課題があり、将来にわたり持続的な事業を運営することが困難となりつつある中、一層の健全

な経営による経営基盤の強化が求められています。 

東京都では、「下水道事業の広域化・共同化検討会」において広域化・共同化の検討を進めています。 

日野市では、引き続き検討会等へ参加し、広域化や共同化について、東京都や近隣自治体と連携し、

検討を進めます。 

 

取り組み内容 

広域化・共同化の検討 

⚫ 東京都の「下水道事業の広域化・共同化検討会」の動向に合わせて、さらなる下水道事業の広域

化・共同化について検討します。 

 

【協議の例】 

 
出典：国土交通省 HP 

 

【広域化・共同化の検討 取り組み目標】 

項目 現況（R2） 中間年度（R7） 目標年度（R12） 

広域化・共同化の 

検討 

東京都・近隣自治体との

連携 
連携継続 
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6.9. まとめ 
 

令和 12 年度までの 9 年間で日野市が行う具体的な施策と、中間年度（令和 7 年度）および目標

年度（令和 12 年度）の整備目標を一覧で示します。 
 

施策 取り組み 項目 

汚水処理 
公共下水道（汚水）の整備促進 下水道処理人口普及率 

下水道管きょ（汚水）への接続促進 接続率 

水環境の保全 グリーンインフラの取り組み促進 浸透施設の普及 

浸水対策 

公共下水道（雨水）の整備促進 
雨水管理総合計画の策定 

面整備率（現行事業計画区域） 

気候変動に対応した浸水対策の強化 

ハード 
浸透施設設置 

貯留施設 

ソフト 

内水ハザード 

マップ 

の作成・公表 

BCP の実施 

さらなる 

情報発信の検討 

自助・共助 防災訓練等の実施 

地震対策 災害対応能力の強化 BCP の実施 

維持管理 

下水道ストックマネジメント計画に基づく 

維持管理 
点検・調査 

雨天時浸入水対策の推進 雨天時浸入水対策工事 

維持管理のデジタル化推進 維持管理のデジタル化推進 

資源の循環利用 下水道資源の有効利用 資源の有効利用 

魅力の発信 情報発信の充実 情報発信回数 

下水道経営 
経営戦略に基づく事業運営 経営戦略の定期的な見直し 

広域化・共同化の検討 広域化・共同化の検討 
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現況 

（令和 2 年度） 

中間年度 

（令和 7 年度） 

目標年度 

（令和 12 年度） 

96.0% 97.1% 98.1% 

98.3% 98.7% 98.9% 

宅地造成や一定規模以上の建築物の建築時における浸透施設の普及促進 

－ 計画策定（R6） － 

89.1%（R1） 90.3% 91.3% 

宅地造成や一定規模以上の建築物の建築時における浸透施設の普及促進 

－ 検討 （対策実施） 

－ 

・雨水出水浸水想定区域図の作成 

・内水ハザードマップの 

作成・公表 

－ 

－ 
計画策定・継続訓練 1 回／年 

（見直し検討） 

継続訓練 1 回／年 

（見直し検討） 

－ 検討 （対策実施） 

1 回／年 

－ 
継続訓練 1 回／年 

（計画見直し検討） 

20%（R1） 52% 77% 

一部、対策工事完了 優先度を考慮した対策工事の実施 

－ 検討 （対策実施） 

東京都との連携 連携継続 

1 回／年 1 回／年 

経営戦略策定（R3） 1 回／5 年 

東京都・近隣自治体との連携 連携継続 



 

7. 進捗の管理 
 

63 

 

第 2 次日野市下水道プランでは、整備目標を設定した施策について、目標達成度合い等のフォロー

アップとして検証し、適切に進行状況を管理します。 

中間年度である令和 7 年度は、まとめに示した整備目標に対し、進捗状況の中間評価を行うととも

に、社会情勢の変化も考慮し、必要に応じて計画の見直しを行うことで、より適切な PDCA サイク

ルを実現します。 

なお、下水道プランは、上位計画である第 3 次環境基本計画の実行計画として位置づけられていま

す。下水道プランの PDCA の進行管理とともに、第 3 次環境基本計画における「評価（Check）」

を踏まえ、事業を推進していきます。 

 

【下水道プラン進行管理方針】 

 

 

【下水道プランの計画推進イメージ】 
 

 

 

  

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

第2次
日野市下水道プラン

中間評価
（計画見直し）

最終評価
・

計画見直し
事業実施 事業実施
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【第３次環境基本計画における進行管理のイメージ】 

 

 

出典：第 3 次環境基本計画 
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【参考資料１】 第 2 次日野市下水道プラン【概要版】 
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【参考資料２】 投資・財政計画 
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【参考資料３】 第 2 次日野市下水道プラン策定の経過 

 

第 2 次日野市下水道プラン策定にあたっては、「日野市下水道プラン改定庁内検討委員会」を設置

し、庁内の関係各課からの意見の反映や調整を行いました。さらに、パブリックコメント（市民意見

募集）を実施し、市民及び事業者のみなさまからの幅広いご意見を伺いました。 

 

 日  時 検 討 内 容 等 

第 1 回 

庁内検討委員会 
令和３年 3 月 2 日 

日野市下水道プランの進捗評価について、 

第 2 次日野市下水道プラン策定の基本方針について 

第 2 回 

庁内検討委員会 
令和 3 年 4 月 26 日 

日野市下水道事業の現状と課題について、 

基本理念と基本方針について 

第 3 回 

庁内検討委員会 
令和 3 年 6 月 25 日 第 2 次日野市下水道プラン（案）について 

第 4 回 

庁内検討委員会 
令和 3 年 11 月 16 日 第 2 次日野市下水道プラン（案）について 

 
令和 4 年 2 月 1 日 

～令和 4 年 3 月 2 日 パブリックコメントの実施 

第 5 回 

庁内検討委員会 
令和 4 年 3 月 9 日 

市民からの意見内容・回答の確認 

第 2 次日野市下水道プランおよび概要版の提示 

 令和 4 年 4 月 
パブリックコメントに対する回答 

第 2 次日野市下水道プラン 公表 
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【参考資料４】 日野市下水道プラン改定庁内検討委員会設置要綱 

 

令和３年２月１５日制定 

（設置） 

第１条 下水道行政の指針となる日野市下水道プランを改定するに当たり、下水道の維持管理計画、

財政計画等について検討を行うため、日野市下水道プラン改定庁内検討委員会（以下「委員会」

という｡）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。 

(1) 下水道施設の整備に関する事項 

(2) 下水道施設の維持管理に関する事項 

(3) 下水道事業の財政に関する事項 

(4) その他日野市下水道プラン改定に当たり必要な事項 

（組織） 

第３条 委員会は、別表に掲げる課の職員をもって構成する。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、下水道課長の職にある者をもって充て、副委員長は、下水道課課長補佐又は係長の職

にある者をもって充てる。 

３ 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。 

（任期） 

第６条 委員会の構成員の任期は、令和４年３月 10 日までとする。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、環境共生部下水道課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。 

付 則 

この要綱は、令和３年２月１５日から施行する。 
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別表（第３条関係） 

所属 

企画部 
企画経営課 

財政課 

総務部 防災安全課 

環境共生部 

環境保全課 

緑と清流課 

下水道課 

まちづくり部 

都市計画課 

区画整理課 

道路課 
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