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第１章 呉市の概要 

 

１ 呉市の地形条件 

 

   呉市は，瀬戸内海のほぼ中央部，広島県の南西部に位置し，瀬戸内海に面する陸地部と，倉

橋島や安芸灘諸島などの島嶼部で構成される温暖な気候で自然環境に恵まれた都市です。 

市域の全面積は353.76k㎡あり，瀬戸内海で最も長い約300kmの海岸線を有しています。 

陸地部の北部には，灰ヶ峰
は い が み ね

，野呂山
の ろ さ ん

を始めとする標高300～800ｍ前後の山々が連なり，

島嶼部においても，標高200～500ｍ前後の山を有していることから，市域全体を通じて平

坦地が少なく，集落が分断された形となってい

ます。 

一方，こうした地形から，山と海の風光明媚

な自然に恵まれ，瀬戸内の美しい島々や多彩な

峡谷美の景観は，貴重な観光資源として，また，

市民の憩いとレクリエーションの場としても親

しまれています。 

 

 

 

２ 呉市の沿革 

 

江戸時代末まで，現在の宮原地区周辺は半農半漁

を営む小さな集落で「呉
くれ

浦
うら

」と呼ばれていました。 

明治19年(1886年)，この「呉
くれ

浦
うら

」地域が第二海

軍区軍港に指定され，同22年(1889年)の呉鎮守府

の開庁とともに海軍によって本格的な軍港・基地な

どの建設が進められました。海軍の拡張とともに，

海軍工廠や関連する施設が次々に建設され，全国各

地から人々が集まって市街化が進み，明治35年(1902年)10月１日に和庄
わしょう

町， 荘
しょう

山田
や ま だ

村，

宮原村，二川
ふたかわ

町の４町村が合併して市制を施行しました。 

その後，昭和３年(1928年)に吉浦
よしうら

町，警固屋
け ご や

町，阿賀
あ が

町の３町を，同16年(1941年)には

広村，仁方
に が た

町の２町村を合併し，最盛期の同18年(1943年)には人口40万人を超える，日本

一の海軍工廠を擁するまちとして発展しました。 

しかし，昭和20年(1945年)の終戦を迎え海軍が解体されたことにより，その存立基盤を
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天応
昭和 郷原

吉浦

中央

宮原

警固屋

阿賀

広

仁方

川尻

安浦

音戸

倉橋

下蒲刈 蒲刈

豊浜
豊

合併等に関する事項

明治35年 （1902年） 和庄町，荘山田村，宮原村，二川町の４町村が合併して「呉市」施行

昭和３年 （1928年） 吉浦町，警固屋町，阿賀町と合併

昭和16年 （1941年） 広村，仁方町と合併

昭和31年 （1956年） 天応町，昭和村，郷原村と合併

平成15年 （2005年） 下蒲刈町と合併

平成16年 （2006年） 川尻町と合併

平成17年 （2007年） 音戸町，倉橋町，蒲刈町，安浦町，豊浜町，豊町と合併

元号年　（西暦）

一挙に失いましたが，昭和25年(1950年)の旧軍港市転換法の制定により旧軍用財産の転活

用を図ることによって造船，鉄鋼，機械金属，パルプ産業等の企業が進出し，新たな臨海工業

地帯としての基盤を確立してきました。 

昭和31年(1956年)には，天応
てんのう

町，昭和
しょうわ

村，郷原
ごうはら

村の３町村を合併し，以後，瀬戸内海にお

ける有数の中核工業都市として，また，呉広域市町村圏の中心都市として，広島県の産業経済

の発展をけん引してきました。 

そして，平成15～17年(2003～2005年)にかけて，下蒲刈
しもかまがり

町，川尻
かわじり

町，音戸
お ん ど

町，倉橋
くらはし

町，

蒲刈
かまがり

町，安浦
やすうら

町，豊浜
とよはま

町， 豊
ゆたか

町の近隣８町と合併し，新「呉市」が誕生しました。 
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３ 合併した近隣８町の特色・歴史 

 

(１) 下蒲刈地区（平成15年４月１日 合併） 

下蒲刈地区は，仁方地区の南東海上約 5km に位置

し，下蒲刈島と上黒島，下黒島，ヒクベの島々などに

よって構成された区域面積 8.72k ㎡の地区です。 

島嶼部特有の地形で急傾斜地域が多く，標高 275

ｍの大平山の山系から連なる山裾の限られた平坦地

に下島
しもじま

，三之瀬
さ ん の せ

，大地蔵
お お じ ぞ う

の３集落が立地しています

が，それら以外の急傾斜地には，小雨温暖な瀬戸内

海型気候と良好な水はけの土壌を利用して，基幹農作物として柑橘類（みかん，レモン）や

イチゴなどを栽培しています。 

旧町時に始められた全島庭園化事業（ガーデンアイランド構想）の下，三之瀬
さ ん の せ

付近には，

松を主樹としたみどり豊かな松 濤
しょうとう

園
えん

や，日本建築の蘭島閣
らんとうかく

美術館などが整備されています。 

近年までは離島として厳しい立地条件にありましたが，平成 12 年 1 月に開通した「安芸

灘大橋」により，地域産業が振興されるとともに，地区住民の利便性が格段に向上しました。 

 

 

(２) 川尻地区（平成16年４月１日 合併） 

川尻地区は，仁方地区の東部に位置し，平成 12 年１月には，「安芸灘大橋」の完成により，

下蒲刈島をはじめとする安芸灘諸島の陸路の玄関口のまちとなった区域面積16.85k㎡の地区

です。 

町のシンボルである野呂山
の ろ さ ん

は，標高 800ｍ前後の高原を形成するとともに，海岸付近まで

尾根を延ばしており，この尾根を縫うように瀬戸内海に注ぐ３

本の河川沿いを中心に小規模ながらまとまった平坦地及び緩傾

斜地などに生活空間を設けたコンパクトな形態となっています。 

産業面の特性としては，伝統的な地場産業である「筆づくり」

に加え，輸送用機械器具製造業等の企業が立地し，基幹産業と

して位置付けられています。 

また，野呂山
の ろ さ ん

山頂には，野呂高原ロッジ，展望台等を整備し，

広域的な野外レクリエーションゾーン，芸術・文化交流ゾーン

としての機能を有しています。 
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(３) 音戸地区（平成17年3月20日 合併） 

音戸地区は，広島県の南西部に浮かぶ倉橋島の北部に位置しており，海峡幅約 100ｍの音

戸の瀬戸を挟んで警固屋
け ご や

地区に隣接した区域面積 18.75k ㎡の地区です。 

この音戸の瀬戸は，平清盛が切り開いたといわれる言い伝えが残されている名所で，本土

とは昭和 36 年に開通した日本初のアーチ型らせん式高架橋の音戸大橋で結ばれています。 

産業面の特性としては，県下でも主要産地となる「かき養殖業」を始めとする水産業のほ

か，輸送用機械，一般機械等の企業が立地し，基幹産業として

位置付けられています。 

音戸の瀬戸周辺は「清盛祭」,「かき祭り」などの各種イベン

トを中心に，また大浦崎地区には海水浴場，キャンプ場，テニ

スコートなどを有しており，広島方面からの観光客・入込客な

どで賑わっています。 

平成20年度半ばを目途に広島県により建設が進められてい

る「警固屋音戸バイパス(第２音戸大橋)」が開通することによ

り，交通の利便性が飛躍的に向上することで，更なる遠方から

の入込客の増加を期待しています。 

 

 

(４) 倉橋地区（平成17年3月20日 合併） 

倉橋地区は，倉橋島の南部及び鹿島
か し ま

を始めとした周辺の島々で構成され，南側は瀬戸内海を

隔て山口県及び愛媛県の島々に面した県域最南部の地区です。 

区域面積は 54.46k ㎡で，標高 406ｍの火山
ひ や ま

を中心とした

東西に伸びる山系の南側と北側の海岸線に沿って集落や耕地

が点在しており，急傾斜が多く，平坦地の少ない起伏に富ん

だ複雑な地形となっています。 

産業面の特性としては，製造業の占める就業者の割合が最

も大きくなっていますが，近年は，農水産品販売を中心とし

た産業振興として，「お宝トマト（ハウス桃太郎）」などの

ブランド化が進められており，特産品の開発に向けた農水産

業の※６次産業化が進められています。 

 
※６次産業：農林水産業・農山漁村と 2 次産業・3 次産業を融合・連携させることにより、農林水産業・農山漁村の有する農林水産物をはじ

めとする「資源」を食品産業などと連携して利活用し、新たな付加価値を生み出す地域ビジネス 
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(５) 蒲刈地区（平成17年3月20日 合併） 

蒲刈地区は，下蒲刈島の東側に隣接した上蒲刈島にあり，蒲刈大橋により下蒲刈島と陸路

で結ばれています。 

区域面積は18.90k㎡で，上蒲刈島と周辺の９つの無人の小島で構成されており，標高457

ｍの七国見山
ななくにみやま

を中心に東西に延びる山稜があり，山地から海岸線までの地形が急峻なため平

坦地の少ない地区です。 

産業面の特性としては，温暖な瀬戸内海型気候を利用した柑橘類の栽培のほか，近年では，

青い海，白い砂浜など，瀬戸内海の島特有の自然環

境に恵まれた条件を活かした「県民の浜」を中心と

して賑わいが創出されており，平成 12 年の安芸灘

大橋の開通と相まって，県内有数のリゾート・アイ

ランドとして，修学旅行生を始め，多数の観光客で

賑わっています。 

 

 

 

 

 

(６) 安浦地区（平成17年3月20日 合併） 

安浦地区は，川尻地区の東側に位置し，区域面積が 63.54k ㎡で，地域の南側を瀬戸内海

に，また背後地を野呂山
の ろ さ ん

を始めとする山麓に囲まれた気候温暖な地区です。 

人口は三津
み つ

口
ぐち

・内 海
うちのうみ

地区，安登
あ と

地区に集中しており，特に安登
あ と

地区は，昭和 50 年代から

ベッドタウンとして開発され，人口の３割以上が集

中しています。その他，地域のシンボルである野呂山
の ろ さ ん

の東側に位置する野路
の ろ

地区は，山と川でつくられた

狭小な盆地の中に棚田があり，小規模ながら農業が

主の集落を形成しています。 

こうした自然や地域特性を活かした「グリーンピ

アせとうち」には，全国各地からの来客も多く，人

と自然の交流拠点となっています。 
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(７) 豊浜地区（平成17年3月20日 合併） 

豊浜地区は，豊島と大崎下島の一部，更に斎 島
いつきじま

などの島々によって構成され，市中心部か

ら直線で約 23km の距離に位置しています。 

区域面積は 11.68k ㎡で，海岸からのわずかな平坦地を除いて，ほとんどが 15 度～35

度の急傾斜地となっており，狭隘な可住地に密集して，豊島
とよしま

，大崎
おおさき

下島
しもじま

，斎 島
いつきじま

に６つの集落

が形成されています。 

気候は小雨温暖という典型的な瀬戸内海型気候であり，肥沃で

水はけが良い急傾斜面を利用して，みかんの栽培が行われている

とともに，周囲を瀬戸内でも有数の好漁場に面していることから

漁業が盛んで，特にマダイの漁獲量は県下屈指を誇っています。 

また，この漁場となっている海面は，国の天然記念物で県鳥の

アビが渡来する場所として広く知られています。 

平成 20 年には，上蒲刈島と豊島を結ぶ「豊島大橋」が開通し，

蒲刈町や下蒲刈町，また本土とも陸路で結ばれ，地区住民の利便

性は格段に向上しました。 

 

 

(８) 豊地区（平成17年3月20日 合併） 

豊地区は，大崎下島の一部と三角島
み か ど じ ま

などの島々で構成され，東側は岡村大橋で岡村島（愛媛

県今治市）と陸路で結ばれた地区で，市中心部から直線で約 30km の距離に位置しています。 

地域の東側は国立公園に指定され，多島美の景観が美しい地域となっており，「歴史の見え

る丘公園」からは美しいまちなみを始め，周辺の島々や本土，四国までも一望することがで

きます。 

区域面積は 14.08k ㎡で，地形は急峻な山系が東西に走り，島嶼部の特徴である狭隘な可

住地に密集して，大 長
おおちょう

・御手洗
み た ら い

・久比
く び

・沖
おき

友
とも

・三角
み か ど

の５集落が形成されています。 

地域の基幹産業は，気候は温暖小雨という典型的な瀬戸内海型気候と，肥沃で水はけの良

い急傾斜面を利用したみかん栽培が盛んであり，「大 長
おおちょう

みかん」の名で全国的に有名な一大

ブランドを確立しています。 

また，江戸時代中期から昭和初期にかけて，瀬戸

内海の沖乗り航路の潮待ち・風待ちの港町として栄

えた御手洗
み た ら い

地区は，歴史的・文化的に貴重な史跡・

建物を有していることから，平成６年に文化財保護

法に基づく「重要伝統的建造物群保存地区」に指定

され，多くの観光客で賑わっています。 
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出典：呉市統計書（平成23年度以降の人口推計については，第４次呉市長期総合計画を参照）

呉市の人口推移

人口

世帯数
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成
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成
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年

平
成

15
年

平
成

18
年

平
成

21
年

平
成

24
年

平
成

27
年

平
成

30
年

(人・世帯)

昭和18年

ピーク（404,257人）

昭和50年

（242,655人）

明治35年

市制施行(60,124人)

平成15年

下蒲刈町と合併

平成16年

川尻町と合併

平成17年

音戸町，倉橋町，蒲刈町，

安浦町，豊浜町，豊町と合併

人口推計

４ 呉市の人口及び面積 

 

(１) 人口推移 

呉市は，明治35年(1902年)に４町村の合併により人口約６万人で市制を施行しました。そ

の後の海軍の拡張や市町村合併などにより人口が急増して，最盛期の昭和18年には人口40万

人を超える，日本一の海軍工廠を擁するまちとして発展しました。しかし，終戦による海軍の

解体とともにその存立基盤を一挙に失い，人口も約15万人に激減しました。 

戦後の復興は，昭和25年(1950年)の平和産業港湾都市への転換を目指す旧軍港市転換法の

制定に始まり，旧軍用財産の転活用を図ることで造船，鉄鋼，機械金属，パルプ産業等の企業

の進出による雇用の創出で，昭和50年には人口約24万２千人となり，第２次ピークを迎えま

した。 

しかしながら，オイルショックによる長引く雇用不安や，その後のバブル経済の崩壊などに

より減少傾向に改善は見られず，平成14年には人口約20万人となりました。 

平成15年から17年までの３か年で近隣８町との合併により，人口は25万人を超え，第３

のピークを迎えたところですが，その後も，少子高齢化の進展や都市部へ流出するなどの社会

減の影響により人口減少が続いています。 

第４次呉市長期基本構想では，平成32年度に22万人に減少する推計となっていますが，総

合的な施策を推進することで目標人口を23万人としています。 
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出典　　全国：総務省統計局（平成19年10月１日現在）
　　　　呉市：呉市統計資料（平成19年９月30日現在）

全国/呉市 人口ピラミッド

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

０～４歳

５～９歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90～94歳

95～99歳

100歳以上

05,00010,00015,00020,00025,000

全国 呉市

(千人) (千人) (人) (人)

総人口 比率 分類別 比率 呉市人口 比率 分類別 比率

100歳以上 35 0.03% 109 0.04%

95～99歳 262 0.21% 746 0.30%

90～94歳 926 0.72% 2,690 1.08%

85～89歳 2,051 1.61% 5,847 2.35%

80～84歳 3,866 3.03% 9,969 4.00%

75～79歳 5,564 4.35% 13,832 5.55%

70～74歳 6,923 5.42% 16,680 6.69%

65～69歳 7,838 6.13% 17,780 7.13%

60～64歳 8,472 6.63% 19,864 7.97%

55～59歳 10,433 8.17% 20,919 8.39%

50～54歳 8,052 6.30% 14,414 5.78%

45～49歳 7,733 6.05% 13,325 5.35%

40～44歳 8,221 6.43% 13,389 5.37%

35～39歳 9,426 7.38% 16,227 6.51%

30～34歳 9,364 7.33% 15,943 6.40%

25～29歳 7,795 6.10% 13,101 5.26%

20～24歳 7,238 5.66% 12,520 5.02%

15～19歳 6,281 4.92% 11,422 4.58%

10～14歳 5,983 4.68% 10,989 4.41%

５～９歳 5,876 4.60% 10,253 4.11%

０～４歳 5,434 4.25% 9,192 3.69%

合　計 127,773 100.00% 249,211 100.00%

全　　国 呉　　市

年少人口

27,465

83,015 64.97%

21.50%老年人口

生産年齢
人　　口

17,293 13.53% 30,434 12.21%

67,653 27.15%

151,124 60.64%

(２) 人口構成 

日本総人口（全国）と呉市人口を対比すると，全国・呉市のいずれも55歳～59歳が最も多

い階層となっていますが，全国では２・３番目に高い階層が35歳～39歳，30歳～34歳と生

産年齢人口に集中しているのに対して，呉市

では60歳～64歳，65歳～69歳と老年人口

よりに偏りを見せています。 

年少人口(０～14歳)，生産年齢人口(15～

64歳)，老年人口(65歳以上)の３分類で全国

と呉市を対比すると，呉市の年少人口と生産

年齢人口は，全国よりそれぞれ1.32ポイント

と4.33ポイント低くなっているのに対して，

老年人口では呉市の方が5.65ポイント高く

なっています。 

このことから，呉市は全国平均に比べて，

年少・生産年齢人口比率が低いにもかかわら

ず，老年人口比率が高い状態であり，少子高

齢化が進展している傾向がうかがえます。 

 

 

全国：総務省統計局（平成 19 年 10 月１日現在），呉市：呉市統計資料（平成 19 年９月 30 日現在） 



 9 

人口・面積比率（地域別）
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人　　口 面　　積
(人) (k㎡)

中　央 53,960 20.07

吉　浦 11,390 8.12

警固屋 5,623 4.20

阿　賀 16,725 14.56

広 45,910 32.73

仁　方 7,274 10.51

宮　原 8,358 3.95

天　応 4,468 3.94

昭　和 35,584 27.76

郷　原 4,920 20.94

下蒲刈 1,841 8.72

川　尻 9,503 16.85

音　戸 13,400 18.75

倉　橋 6,585 54.46

蒲　刈 2,261 18.90

安　浦 12,038 63.54

豊　浜 1,837 11.68

豊 2,391 14.08

合計 244,068 353.76

平均値 13,559 19.65

※人口はＨ22.3.31現在の住民基本台帳人口

※面積はＨ21.10.1現在

(３) 地域別人口 

各地域別の人口をみると，最も多い地区は，中央地区の53,960人，次いで広地区の45,910

人，昭和地区の35,584人と続いており，この３地区で全体の約55％を占めています。 

一方，最も人口が少ない地域は豊浜地区の1,837人，次いで下蒲刈地区の1,841人，蒲刈

地区の2,261人となっており，安芸灘諸島方面におい

て人口が少ない傾向となっています。 

人口を地区数で割った平均値を算出すると，１地域当

たり約13,600人となりますが，この平均値に近い地域

は吉浦地区，阿賀地区，音戸地区，安浦地区が挙げられ

ます。 

 

(４) 地域別面積 

近隣８町との合併前の旧呉市域の面積は，146.78k

㎡でした。合併等により総面積は 353.76k ㎡となり，

合併前の約 2.4 倍と大幅に拡大しました。 

各地域別の面積を比較すると面積が小さい順に，天応

地区（3.94k ㎡），宮原地区（3.95k ㎡），警固屋地区

（4.20k ㎡）と旧呉市域に集中しています。一方，面積が大きい順では，安浦地区（63.54

㎡），倉橋地区（54.46k ㎡），広地区（32.73k ㎡）と合併した地域が多くを占めており，最

小の天応地区に対して最大の安浦地区は，約 16 倍の面積を有しています。 

地域面積の平均値は約 20k ㎡であり，平均値に近い地域として，中央地区，郷原地区，川

尻地区，音戸地区，蒲刈地区などが挙げられます。 
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一般会計 歳入決算

284.9

282.3

272.2

264.4

275.3

321.9

323.1

356.1

350.3

333.8

135.6

121.3

124.3

130.8

138.8

228.9

206.9

198.3

196.2

214.5

86.2

133.2

154.8

101.1

176.4

141.1

112.0

96.4

99.2

98.2

125.6

156.3

149.2

127.6

164.1

159.3

144.7

145.6

139.4

216.1

276.2

294.3

218.1

202.7

249.4

248.9

259.5

268.6

206.4

179.5

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200

平成12年度

平成13年度

平成14年度

平成15年度

平成16年度

平成17年度

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

(億円)

市税

地方交付税

市債

国県支出金

その他収入

908.5

987.4

918.6

826.6

1,004.0

1100.1

1,046.2

1,065.0

991.5

1,042.1

５ 呉市の財政状況 

 

(１) 歳入 

過去10年間の歳入決算の推移を見ると，合併が完了した平成17年度がピークの1,100.1

億円で，対前年度比で総額が9.6％上昇しています。 

これは，合併による人口増等に伴い「市税」及び「地方交付税」などが増加したことによる

ものが大きな要因です。 

市債については，公共施設の建設などが続いた平成16年度の176.4億円がピークとなりま

したが，その後は，選択と集中により公共事業費を縮減し，減少傾向となっています。 

また自主財源の柱である「市税」については，長らく減少傾向にありましたが，近隣８町と

の合併が完了した平成17年度には納税者が増加したことなどにより大幅に増加しました。そ

の後，平成19年度までは増加傾向にありましたが，景気減速の影響から再び減少傾向となり，

特に平成20年９月のリーマンショックの影響を受け，平成21年度は大きく減少しています。

今後は，少子高齢化の影響により，個人市民税などの減少傾向が続くものと見込まれます。 
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一般会計 歳出決算

172.7

169.1

163.9

167.2

184.9

229.2

224.7

238.5

210.0

210.4

101.3

108.7

115.3

124.3

132.4

153.9

153.3

158.4

162.4

170.2

89.9

87.8

87.7

91.6

150.2

136.6

140.2

146.0

152.5

152.1

238.1

302.8

270.6

159.1

195.2

176.6

179.8

142.1

137.7

147.2

283.7

305.4

272.9

276.6

303.5

388.0

334.1

365.3

315.3

345.5

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200

平成12年度

平成13年度

平成14年度

平成15年度

平成16年度

平成17年度

平成18年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

(億円)

人件費

扶助費

公債費

投資的経費

その他の経費

885.7

973.8

910.4

818.8

966.2

1,084.3

1,032.1

1,050.3

977.9

1,025.4

  (２) 歳出 

過去10年間の歳出決算の推移を見ると，歳入と同様に，合併が完了した平成17年度の

1,084.3億円がピークとなっています。 

人件費については，近隣８町との合併により職員数が大幅に増加したことによって，平成

17年度に大きく増加しています。その後は第２次呉市定員適正化計画の下，職員数の適正な

管理を実施しているところですが，平成19年度には，いわゆる団塊の世代が退職する時期を

迎えたことと，勧奨退職者の増加による退職金の支払により，一時的に増加しています。 

扶助費は，合併による人口増加に伴い平成17年度に大きく増加し，その後も高齢化の進展

などの影響で増加傾向にあります。 

投資的経費については，平成13年度の302.8億円がピークとなっていますが，その後は選

択と集中により公共事業を抑制することにより，減少傾向となっています。 
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第２章 公共施設の概要 

 

１ 呉市公共施設白書作成の背景 

 

これまで本市の公共施設は，高度経済成長による人口の増加や，市民ニーズの多様化などに伴

って様々な施設が整備されてきました。 

しかしながら，我が国の人口は，平成17年のピークを境に減少傾向へと転じており，同様に

呉市においても，戦前の海軍などによる第１次ピーク（昭和18年 404,257人）を除いて昭和

50年の第２次ピークを境に減少傾向にあり，平成17年の近隣８町との合併完了後，一時的に増

加したものの，その傾向は続いています。 

また，３階層（老年人口・生産年齢人口・年少人口）について，全国と呉市の傾向を比較する

と，呉市は老年人口が全国平均値より高い反面，年少人口が少ないことから，全国平均より少子

高齢化が進展している傾向にあります。 

更には，概ね20年以上を経過した公共施設は，何らかの改修や設備更新が必要とされており

ますが，本市の築年数が20年以上経過した公共施設が棟数・面積数とも60％を超えており，こ

れらの老朽化対策を行う必要があります。 

 

このように，複雑・高度化する社会の変化や，それに伴い住民ニーズが多様化する中，公共施

設が，利用する市民の皆さんにとって，どのような存在で，今後どのようにすれば利便性が向上

するのか等を検討する必要があると考えました。そのためには，これまで各所管課において管理

運営を行っていた施設について，設置状況や利用状況などの実態を一定の条件の下に調査し，総

合的・横断的に課題を把握する必要があると考え，「呉市公共施設白書」を作成することとしま

した。 

 

 

２ 呉市公共施設白書とは？ 

 

「呉市公共施設白書」とは，原則として呉市が保有する全ての公共施設について，その設置状

況や利用状況などの実態を把握してまとめたものです。ただし，地形的要因などで移転すること

が困難な施設や，小規模で簡易な施設については，調査の対象外としました。 

これにより，852施設，2,330棟（学校，市営住宅などは１施設内に複数の棟を保有していま

す）を対象とし，総延べ面積は約115万㎡となっています。 

このデータを基に，それぞれの施設を設置目的(利用目的)に分類して，様々な課題を把握する

とともに，解決する方法を見出していくこととしています。 
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行政財産

本来の目的が，住民利
用のものではなく，自
治体が事務事業を執行
するための施設

公用施設

　　　市役所庁舎，
　　　消防署など

市民の福祉を増進する
目的で，市民が利用す
るための施設

公共用施設

　　　公民館，
　　　体育館など

　行政財産以外の財産で，
　売払用や行政財産の用
　途を廃止した施設

　　　集会所など

普通財産

公共用施設のうち，
条例で設置を定めている施設を
「公の施設」といいます

小規模で軽易な建築物

都市公園，道路，下水道施設など

倉庫（約50㎡以下），屋外トイレなど

事　　　　　　項 具　　体　　例

移転などを行うことが困難なもの

これらを除外した
施設総数

総 施 設 数

総　 棟　 数

総延べ面積

　　　　　　　　　８５２　施設

　　　　　　　２，３３０　棟

　　　１，１５４，７２３　㎡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 公共施設の財産性質 

 

地方自治体が保有する公共施設は，財産の性質により，「行政財産」と「普通財産」に分類さ

れます。 

「行政財産」のうち「公用施設」とは，市役所庁舎や支所，消防署など，行政事務を執行する

ための施設のことをいいます。また「公共用施設」とは，公民館や体育館など，住民の福祉を増

進する目的で，住民の皆さんが利用するための施設のことをいいます。さらに「公共用施設」の

うち，条例により設置している施設を「公の施設」といいます。 

「普通財産」とは，行政財産以外の財産で，主には売却用の財産や，行政財産としての目的を

廃止した施設のことをいいます。 

なお，平成15年の地方自治法改正を受け，本市では「公の施設」のうち，市民サービスの向

上が期待でき，効率的な運営と経費の節減が見込める施設について，積極的に指定管理者制度の

導入を推進しています。 
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大　分　類 小　分　類

介護予防施設，グループホームなど

事 務 所 等 市役所庁舎・消防署など

総合運動施設，野球場，プールなど

文化財施設など

集会所，隣保館，自治会館，コミュニティセンターなど

小学校・中学校（休校施設を含む。）

高等学校

共同給食調理場，教員住宅など

保育所，幼稚園，児童館，放課後児童会など児童福祉施設

障害者福祉施設

斎 場

観 光 施 設

高齢者福祉施設

新産業・起業支援施設

生涯学習施設

その他教育施設

市 場 施 設

芸術文化施設

ス ポ ー ツ 施設

文 化 財

集 会 所 等

義務教育施設学校教育施設

農 業 施 設

具　　　体　　　例

公民館，社会教育施設，体験施設，キャンプ場など

文化ホール，美術館，図書館など

社会教育施設

医療福祉施設 病院，診療所，医師用官舎など

高等教育施設

医 療 施 設

身障者福祉センター・小規模通所授産施設など

環境衛生施設 ごみ焼却施設，ごみ収集中継施設など

し尿処理施設など

斎場

ごみ処理 施設

し 尿 処理 施設

上記以外の施設

産品加工・販売施設など

市役所支所・保健出張所など

市営住宅

市場施設

条例設置公園，農村公園など

漁具保管施設・水産荷さばき施設など

産業振興施設 インキュベーション施設

観光施設，観光振興施設など

港湾ターミナル・港湾上屋など

そ の 他

水 産 施 設

港 湾 施 設

市 営 住 宅

中 央 機 関

地 域 機 関

公 園 等

４ 本白書で取り上げる公共施設の分類 

 

(１) 用途別分類 

公共施設は，それぞれ利用目的を持って整備され，皆さんに利用していただいていますが，

施設によっては当初の目的が達成され，現在は別の用途に転用している施設などもあります。

本白書では，現在の利用実態や施設の目的・用途によって，施設を次のとおり分類します。 
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(２) エリア別分類 

公共施設は，前述の目的とともに，その利用する人数などを考慮して，施設面積などを決

め整備を行います。 

本白書で取り上げる施設の対象区域による分類については，国土交通省中国地方整備局刊

行の「中国地方要覧」で定義されている「標準的な圏域構成」を参考に，「全市的施設」，

「ブロック施設」，「支所管内施設」，「単位自治会施設」の４区分としました。 

「全市的施設」とは，全市民が利用する施設と定義しており，主には市役所本庁舎，広域

スポーツ施設，観光施設などが挙げられます。 

「ブロック施設」とは，複数の支所単位の市民が利用する施設と定義しており，主には保

育所や市営住宅，地区図書館などが挙げられます。 

「支所管内施設」とは，各支所管内（中央地区には支所を配置してないため，本庁で管轄

する管内）及びその管内の複数の自治会単位の市民が利用する施設と定義しており，主には

支所や，小・中学校などが挙げられます。 

「単位自治会施設」は，最も小さな区分で，自治会及びそれより小さな地域の市民が利用

する施設と定義しており，主には老人集会所や消防団詰所などが挙げられます。 

※ 生活圏域については，中国地方要覧（国土交通省中国地方整備局）を参照

参考（中国地方要覧）

地方生活圏 ２次生活圏 １次生活圏

・単位自治会の市民が対象となる施設

・単位自治会未満の市民が対象となる施設

具体的な範囲 具　体　例

　市役所本庁舎，観光施設
　文化財，大規模スポーツ施設など

　消防署，市営住宅，
　スポーツ施設など

　支所，公民館，小・中学校など

　集会所・自治会館，
　消防団詰所など

・支所管内の市民が対象となる施設

・複数の単位自治会の市民が対象となる施設

単位自治会施設

地方生活圏

２次生活圏

１次生活圏

分類名称 生活園域

役場，診療所，集会場，
小中学校等基礎的な公
共公益施設

中心都市及び
中心部人口

時間距離

半径20～30km

バス１～1.5時間

圏域範囲

中心部の施設

15万人以上

総合病院，各種学校，中
央市場等の広域利用施
設

高度な買い物ができる
商店街，専門医をもつ病
院，高等学校等の地方
生活圏，中心都市の広
域利用に準じた施設

５千人以上

半径１～２km

老人・幼児の徒歩限界

15～30分

１千人以上

児童福祉，老人福祉等
の福祉施設

半径６～10km

バス１時間以内

１万人以上

半径４～６km

自転車30分
バス　 15分

標準的な圏域構成

・市内全域の市民が対象となる施設

・複数の支所管内の市民が対象となる施設

基礎集落圏

基礎集落圏

全市的施設

ブロック施設

支所管内施設
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年度別建設面積・棟数
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５ 呉市の公共施設の現状 

 

(１) 建物の建築年数 

本白書で取り上げる施設は，平成22年12月末現在で，総施設数が852施設，総棟数が2,330

棟，総延べ面積は1,154,723㎡となっています。 

本市は，人口増加傾向が続いた昭和40年半ばから，小・中学校を始めとした多くの公共施設

を整備し，そのピークは昭和54年で，その後は施設整備が進んだことなどから整備棟数も減少

しています。 

一般的に大規模修繕や設備更新などが必要とされる築20年以上（平成元年度以前に建築）を

経過した施設は，1,532棟，728,415㎡あり，棟数で全体の64％，面積で63％を占め，多く

の建物が設備の更新等が必要となってきます。 

 

 

 

 

※寄附などにより取得した建築年度不明（178棟・43,467㎡）を除く。 
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施設数 比率 施設面積(㎡) 比率

生涯学習施設 291 34.2% 209,051 18.1%

学校教育施設 103 12.1% 386,948 33.5%

医療福祉施設 79 9.3% 45,554 4.0%

環境衛生施設 30 3.5% 51,261 4.4%

産業振興施設 66 7.7% 97,249 8.4%

公　　園　　等 6 0.7% 6,935 0.6%

市  営  住  宅 87 10.2% 220,943 19.1%

事  務  所  等 139 16.3% 78,347 6.8%

そ　  の 　 他 51 6.0% 58,435 5.1%

合計 852 100.0% 1,154,723 100.0%

地域別・施設保有数
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地域別・施設面積保有数
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面　積

施設数

(２) 用途別の施設設置状況 

次のグラフは，本市の公共施設の用途（大分類）別の施設数及び施設面積（延床面積）の比

率について表したものです。 

施設数のうち，「生涯学習施設」は全体の34.2％あり，最も多くの割合を占めていますが，

一方，施設面積においては18.1％となっています。 

また施設数では12.1％を占めている「学校教育施設」は，施設面積全体では最大の33.5％を

占めています。 

このことから，施設数と施設面積を比較

することでその分類における１施設当た

りの大きさの傾向を推測することができ

ます。 

なお，参考として，各地域別の施設数・

施設面積についても掲載しています。 
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施設数 比率 施設面積(㎡) 比率

全市的 128 15.0% 311,407 27.0%

ブロック 180 21.1% 290,978 25.2%

支　 所 231 27.1% 487,461 42.2%

自治会 313 36.7% 64,877 5.6%

合計 852 100.0% 1,154,723 100.0%

エリア別 比率
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(㎡)

(３) エリア別の施設設置状況 

次のグラフは，本市の公共施設のエリア別の施設数及び施設面積（延べ床面積）の比率につ

いて表したものです。 

施設数のうち，「全市的施設」は全体の15.0％と低い値を示しています。一方，施設面積に

おいては27.0％と大きな割合を占めています。 

また施設数では36.7％を占めている「単位自治会施設」は，施設面積全体で5.6％しか占め

ていません。 

このことから，より広域の施設は１施設

あたりの面積が大きい傾向にあります。 

なお，「支所管内施設」には，用途別分

類で１施設当たりの面積が大きい「学校教

育施設」を含むため，面積での占有率が高

い状況です。 
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用途別施設管理経費

事務所等
9% その他

3% 生涯学習施設
20%

学校教育施設
19%

医療福祉施設
7%

環境衛生施設
31%

公園等
1%

市営住宅
5%

産業振興施設
5%

(４) 用途別の施設管理費 

施設を管理する場合，それらを維持するための工事・修繕や，設備機器の保守点検，また光

熱水費など様々な費用を要します。 

次のグラフは，それぞれの施設ごとに要した経費について，各用途別分類（大分類）で集計

した比率を表したもので，数値については平成19～21年度の３か年に要した経費の平均値を

採用しています。 

施設の維持管理に要する経費が最も高いものは，「環境衛生施設」で全体の31％を占めてお

り，次いで「生涯学習施設」の20％，「学校教育施設」の19％となっており，この上位の３

分類で全体の70％を占めています。 

なお，グラフで示す「管理運営」に係る経費とは，施設の建設費や施設に付随する事業など

を除いた施設の維持管理費のみを抽出したもので，３か年平均の歳出合計額は，約77億2,500

万円です。また，歳入についても事業を除いた貸し館などによる使用料等の３か年平均の合計

額で，約26億7,700万円です。 

この額により，皆さんに負担していただいている市内の全ての公共施設の維持管理に要する

金額を計算すると，１人当たり１年間で約２万円となります。（平成22年３月末現在住民基本

台帳人口で計算） 

 

歳入合計（３か年平均） 2,677百万円 

歳出合計（３か年平均） 7,725百万円 
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凡例

生涯学習施設 医療福祉施設

複合施設

環境衛生施設

産業振興施設 市  営  住  宅

学校教育施設

公　　園　　等 事  務  所  等

そ　　の　　他

６ 施設位置図 

 

次の位置図は，地域ごとの施設配置図で，凡例のとおり，施設名称部分を用途（大分類）別

に色区分して記載しています。また，９分類よりほかに，１つの建物に複数の施設があるもの

については，「複合施設」として記載しています。 

なお，施設名称の横に記載している数字は，その施設ごとのデータを記した「資料編」のペ

ージ数を示しています。 
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（ ）
（ ）
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※（　　）内数値は，呉市全体での割合

22.11%

地　区　デ　ー　タ
面積（H２１．１０．１現在） 20.07 k㎡ 5.67%

うち14歳以下 5,068 人
住基人口（H２２．３．３１現在） 53,960 人

うち14歳～64歳 32,193 人 22.34%
23.64%

世帯数（H２２．３．３１現在） 28,035 世帯 25.20%
うち65歳以上 16,699 人

17.29%

中央地区

市役所本庁舎

つばき会館

福祉会館

中央公民館（市民会館）

本通小学校

すこやかセンターくれ

すこやかセンターくれ別館

中央集会所

堺川駐車場

蔵本駐車場

和庄中学校

本通駐車場

和庄老人集会所

八幡アパート

和庄小学校

清水いきいきライフホーム

消防団本通１部詰所入船山記念館

呉市立美術館

ふれあい会館（新館）

ふれあい会館（旧館）
入船山公園多目的広場

ビューポートくれ

呉中央桟橋ターミナル

海事歴史科学館

海事歴史科学館隣接観光振興棟

宝町西上屋

呉中央公共船員待合所

呉駅西駐車場

呉駅西自転車等駐車場

消防団湾岸２部詰所

二川児童館

中央図書館

呉市文化ホール

西消防署（消防局含む）

両城中学校

両城小学校

東愛宕アパート

消防団湾岸１部詰所

東二河アパート

呉中央小学校

山手１丁目集会所

呉中央中学校

呉市体育館

呉市テニス場

片山中学校

消防局通信指令庁舎

二河野球場

呉市スポーツ会館

二河公園多目的グラウンド

二川公民館

川原石南ふ頭管理事務所

公園アパート

中央乳児保育所

川原石南第２上屋

呉市港務所

川原石南第１上屋

呉市地方卸売市場

川原石西上屋

消防団湾岸３部詰所

川原石保育所

港町小学校

川原石集会所

海事博物館推進室事務所

川原石公共船員待合所

広島呉道路

山の手アパート

山の手会館

山の手保育所
山の手コミュニティセンター

(主)呉平谷線

長迫小学校

呉市弓道場（遠的）

二河屋内練習場 呉市バレーボール場

市営プール

呉市弓道場（近的）

内神町自治会館

荘山田小学校

東中央集会所

惣付ふれあい集会所

辰川会館
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724

伏原アパート

シルバーワークプラザ
心身障害者就労促進事業所

山田福祉会館724
旧澤原家住宅

明立小学校

鹿田集会所

消防団本通２部詰所

東鹿田住宅・アパート

畑老人集会所

696

東畑中学校

三条集会所

国道185号

(一)瀬野呉
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旧川原石南職員詰所

国道487号
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46
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408
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※（　　）内数値は，呉市全体での割合

4.67%

地　区　デ　ー　タ
面積（H２１．１０．１現在） 8.12 k㎡ 2.30%

うち14歳以下 1,493 人
住基人口（H２２．３．３１現在） 11,390 人

うち14歳～64歳 6,569 人 4.56%
4.71%

世帯数（H２２．３．３１現在） 5,059 世帯 4.55%
うち65歳以上 3,328 人

5.09%

吉浦地区

広島呉道路

国道31号

落走小学校

落走集会所

西消防署狩留賀出張所

吉浦中学校

池ノ浦アパート

消防団湾岸４部詰所

吉浦集会所

吉浦小学校

吉浦保育所

吉浦市民センター複合施設

216

159

258

589

609

148

215

313

743

471
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※（　　）内数値は，呉市全体での割合

3.13%
世帯数（H２２．３．３１現在） 2,902 世帯 2.61%

うち65歳以上 2,211 人

1.58%
うち14歳～64歳 2,948 人 2.05%
うち14歳以下 464 人

住基人口（H２２．３．３１現在） 5,623 人 2.30%

地　区　デ　ー　タ
面積（H２１．１０．１現在） 4.20 k㎡ 1.19%

警固屋地区

国道487号

(主）呉環状線

警固屋体育館 82

消防団大和４部詰所603

警固屋公民館 33

警固屋テニス場 66

旧鍋小学校 724

警固屋市民センター複合施設 746

消防団大和３部詰所 602

警固屋小学校 204

警固屋中学校 251

棚田アパート 476

老人福祉センターみはらし荘 359

警固屋９丁目アパート477
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※（　　）内数値は，呉市全体での割合

6.85%

地　区　デ　ー　タ
面積（H２１．１０．１現在） 14.56 k㎡ 4.12%

うち14歳以下 2,001 人
住基人口（H２２．３．３１現在） 16,725 人

うち14歳～64歳 9,706 人 6.73%
7.10%

世帯数（H２２．３．３１現在） 7,758 世帯 6.97%
うち65歳以上 5,018 人

6.83%

阿賀地区

大坪谷児童館 307

郷アパート481

百目田アパート478

消防団阿賀１部詰所613

東浜アパート480

阿賀駅前駐車場703

阿賀中学校249

市立呉高等学校274

阿賀集会所151

呉サポート・コア394

消防団阿賀２部詰所 614

原小学校 202

原保育所 316

東消防署阿賀北出張所 592

延崎保育所 315

消防団阿賀３部詰所 615

延崎小学校 203

消防団大冠２部詰所 617

冠崎集会所 154

阿賀南９丁目アパート 479

旧大入小学校

大入老人集会所

724

情島小学校 201

情島老人健康ホーム 143

消防団大冠１部詰所

140

大冠保育所

616

大冠中学校

318

阿賀市民センター複合施設749

482 阿賀駅前アパート

708 あがプラザ

消防団大冠４部詰所 618

阿賀マリノフェリーターミナル417

旧呉・松山フェリー休憩所424

250

国道185号

(主）呉環状線

呉ジャンプ・コア395

阿賀小学校

341

200

阿賀いずみ児童会
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（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）

※（　　）内数値は，呉市全体での割合

地　区　デ　ー　タ

25.28%
20.13%
13.44%

うち14歳～64歳
うち65歳以上

17.68%

人
人
k㎡ 9.25%

18.81%

世帯
人
人

世帯数（H２２．３．３１現在）

7,408
45,910
32.73

住基人口（H２２．３．３１現在）
面積（H２１．１０．１現在）

うち14歳以下

19,670
9,492

29,010

小坪小学校長浜老人集会所

長浜中学校

小坪アパート

消防団広南２部詰所

小坪集会所

広　会　館

消防団広東２部詰所

白岳アパート

広市民センター複合施設

消防団広南１部詰所

長浜小学校

広上屋（港務所広出張所）

広コミュニティセンター

広駅前自転車等駐車場

環境業務課事務所

クリーンセンターくれ

東部処理場

虹村公園野球場

呉共同福祉施設

呉東部卸売市場

広駅前アパート

（一）広仁方停車場線

白岳中学校

白岳小学校

呉市総合体育館

広中央老人集会所

広公園アパート

大新開アパート

国道185号

消防団広西１部詰所

広地区心身障害者就労促進事業所

大空山青年の家

大空山体育館

横路小学校

老人福祉センター広西集会所

横路中学校

消防団広中央４部詰所

東大川アパート

消防団広中央３部詰所

広古新開住宅１～４・倉庫

広小学校

中新開アパート

中新開保育所

消防団広中央１部詰所

広中央中学校

消防団広北１部詰所

三坂地住宅・アパート

消防団広北２部詰所

三坂地小学校

広北ふれあい集会所

三坂地保育所

石内老人集会所

国道375号

消防団広中央２部詰所

広ふ頭事務所

245

423

629

139

194

412

378

730

153

630

193

488

628369

705

126

118

486

457

379

487
105

752

559

195

246

83

149

490

484

196

314

489

624

247

620

483

197

146

317

14

199

621

368

80

619

175

142

485

627

248

626

709～713

625

新広駅前社会福祉施設 367

市営温水プール 96

東消防署・防災センター 587

横路バンビ児童会 344

埋立処理場

旧焼却工場・破砕処理場

資源化施設 371

370

343 白岳すみれ児童会

346 広児童会

広みさか児童会342

広地区
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（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）

※（　　）内数値は，呉市全体での割合

2.98%

地　区　デ　ー　タ
面積（H２１．１０．１現在） 10.51 k㎡ 2.97%

うち14歳以下 837 人
住基人口（H２２．３．３１現在） 7,274 人

うち14歳～64歳 4,283 人 2.97%
3.05%

世帯数（H２２．３．３１現在） 3,108 世帯 2.79%
うち65歳以上 2,154 人

2.86%

仁方地区

消防団仁方３部詰所 633

（一）広仁方停車場線

西神アパート 492

仁方市民センター複合施設 762

消防団仁方１部詰所 631

消防団仁方２部詰所 632

仁方小学校

仁方老人集会所

仁方桟橋待合所418

仁方漁業共同作業所442

皆実会館 116

皆実住宅・アパート 491

319

皆実会館別館117

仁方中学校 244

192

141

皆実コミュニティセンター

皆実保育所

125

国道185号
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※（　　）内数値は，呉市全体での割合

3.42%

地　区　デ　ー　タ
面積（H２１．１０．１現在） 3.95 k㎡ 1.12%

うち14歳以下 876 人
住基人口（H２２．３．３１現在） 8,358 人

うち14歳～64歳 4,823 人 3.35%
3.76%

世帯数（H２２．３．３１現在） 4,132 世帯 3.71%
うち65歳以上 2,659 人

2.99%

宮原地区

環境試験センター556

宮原１丁目アパート472

休谷ホーム161

宮原公民館32

305

坪内小学校205

消防団大和２部詰所601

坪ノ内アパート475西消防署南出張所 591

宮原児童館

宮原７丁目アパート 473

宮原支所 565

宮原小学校 206

宮原９丁目アパート 474

坪内保育所 312

宮原中学校 252 宮原老人集会所144

消防団大和１部詰所 600

国道487号
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※（　　）内数値は，呉市全体での割合

1.83%

地　区　デ　ー　タ
面積（H２１．１０．１現在） 3.94 k㎡ 1.11%

うち14歳以下 533 人
住基人口（H２２．３．３１現在） 4,468 人

うち14歳～64歳 2,613 人 1.81%
1.87%

世帯数（H２２．３．３１現在） 1,960 世帯 1.76%
うち65歳以上 1,322 人

1.82%

天応地区

広島呉道路

国道31号

(主）呉環状線

天応西いきいきライフホーム 167 天応市民センター複合施設766

天応ふれあい集会所

天応中学校

呉ポートピアパーク 458

天応小学校 217

天応保育所 320

259

138
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（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）
（ ）

※（　　）内数値は，呉市全体での割合

12.78%
世帯数（H２２．３．３１現在） 14,400 世帯 12.95%

うち65歳以上 9,025 人

17.74%
うち14歳～64歳 21,361 人 14.82%
うち14歳以下 5,198 人

住基人口（H２２．３．３１現在） 35,584 人 14.58%

地　区　デ　ー　タ
面積（H２１．１０．１現在） 27.76 k㎡ 7.85%

昭和地区

昭和北中学校 262 押込集会所158

消防団昭和３部詰所611

昭和市民センター複合施設770

老人福祉センター昭和中央集会所176

第３団地老人集会所162

昭和地区心身障害者就労促進事業所729

昭和東公民館24

昭和東小学校220

消防団昭和２部詰所610

神山集会所157

昭和北老人集会所 147

昭和北小学校 222

宮ケ迫住宅・アパート 497

昭和西小学校 218

昭和テニス場 65

野外活動センター 15

焼山住宅 494

桜ヶ丘住宅 493

桜ヶ丘老人集会所 137

此原第２住宅 496

昭和南小学校 221

此原第１住宅 495

昭和南いきいきライフホーム 165

昭和体育館

昭和中央小学校219

昭和中学校260

81

(主）呉環状線

(一）瀬野呉線

呉市斎場386

昭和西ふれあい集会所 164

昭和北児童会 345

エスキーテニス場 72

(主）呉平谷線

本庄水源地
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※（　　）内数値は，呉市全体での割合

1.49%
世帯数（H２２．３．３１現在） 1,913 世帯 1.72%

うち65歳以上 1,055 人

3.44%
うち14歳～64歳 2,857 人 1.98%
うち14歳以下 1,008 人

住基人口（H２２．３．３１現在） 4,920 人 2.02%

地　区　デ　ー　タ
面積（H２１．１０．１現在） 20.94 k㎡ 5.92%

郷原地区

(主）呉環状線

呉市総合スポーツセンター 103

消防団郷原４部詰所 623

郷原小学校

347

郷原市民センター複合施設775

黒瀬川河川防災ステーション
水防センター

719

東消防署郷原出張所594

消防団郷原１部詰所622

グリーンヒル郷原429

動物愛護センター695

郷原中学校261

郷原児童会

198

二級ダム

国道375号
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※（　　）内数値は，呉市全体での割合

0.75%

地　区　デ　ー　タ
面積（H２１．１０．１現在） 8.72 k㎡ 2.46%

うち14歳以下 132 人
住基人口（H２２．３．３１現在） 1,841 人

うち14歳～64歳 997 人 0.69%
1.01%

世帯数（H２２．３．３１現在） 853 世帯 0.77%
うち65歳以上 712 人

0.45%

下蒲刈地区

(主）川尻下蒲刈線

下蒲刈農村環境改善センター 7

見戸代コミュニティ集会所724

下蒲刈ふれあい集会所 174

下蒲刈公民館 34

消防団下蒲刈２部詰所 635

柳谷住宅・アパート

光明会館

御坊迫住宅

499

下蒲刈処理場

498

下蒲刈小学校 223

大地蔵診療所

92

大地蔵集会所

296

教員住宅（旧）724

下蒲刈水産振興施設454

公立下蒲刈病院295

下蒲刈中学校263

広警察署下蒲刈駐在所691

三之瀬集会所724

三之瀬御本陣芸術文化館60

430

蘭島閣美術館56

松濤園59

蘭島閣美術館別館57

下蒲刈支所569

昆虫の家（頑愚庵）21

ふれあいの里下蒲刈8

下蒲刈火葬場387

春蘭荘19

海水浴場管理棟（旧）716

コテージ梶ケ浜407

海駅梶ケ浜ふるさと産品加工センター

姫ひじき塩の家

貝と海藻の家

下蒲刈介護福祉センター

下蒲刈保育所

消防団下蒲刈３部詰所

松寿苑 16

20

360

321

海駅三之関観光物産販売所396

下蒲刈体育館84

消防団下蒲刈１部詰所634

下蒲刈バス車庫 715

724

下蒲刈病院医師住宅 302

380

大平山テニス場 67

下蒲刈プール

724

636

大津会館集会所 724

下蒲刈病院医師・看護師住宅 303

白雪楼58

440

（一）三戸代大地蔵線

安芸灘大橋
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※（　　）内数値は，呉市全体での割合

3.68%
世帯数（H２２．３．３１現在） 3,912 世帯 3.52%

うち65歳以上 2,599 人

3.43%
うち14歳～64歳 5,899 人 4.09%
うち14歳以下 1,005 人

住基人口（H２２．３．３１現在） 9,503 人 3.89%

地　区　デ　ー　タ
面積（H２１．１０．１現在） 16.85 k㎡ 4.76%

川尻地区

安芸灘大橋

野呂山セントラルロッジ 17

野呂山レストハウス

野呂山ビジターセンター

国民宿舎野呂高原ロッジ

川尻筆づくり資料館

消防団川尻西３部詰所

旧川尻火葬場

いのしし処理センター

川尻福祉センターふれあい

川尻温水プール

川尻小学校

川尻保育所

(一)野呂山公園線

森文化会館

消防団川尻西４部詰所

川尻駅前アパート

西の宮地区会館

消防団川尻西２部詰所

川尻中学校

小仁方文化会館

消防団川尻西１部詰所

岩戸自治会館

小用老人憩いの家

消防団川尻東５部詰所

小用文化会館

小用保育所

川尻小用第２・第３住宅・アパート

旧川尻町清掃センター

川尻小用第１アパート

東部中継センター

消防団川尻東４部詰所

川尻転作促進研修所

川尻東グラウンド

川尻東第８アパート

川尻保健出張所

川尻小規模作業所さざなみ

川尻東第９アパート

まち文化会館

消防団川尻東２部詰所

川尻東第１～第４住宅・アパート

川尻東プール

かわじり中央会館

川尻東第７住宅

川尻総合文化センター

東消防署川尻出張所

川尻支所

消防団川尻東１部詰所

川尻東第５住宅

川尻東第６住宅

消防団川尻東３部詰所

久俊文化会館

国道185号

399

398

396

6

322

224

97

354

730

393

654

724

655

506

724

653

264

724

652

724

724

658

502

501

656

657

724

182

659

372

373

660

724

724

323

508

507

73

504

580

729

505

500

93

119

503

778

595

570
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※（　　）内数値は，呉市全体での割合

6.26%
世帯数（H２２．３．３１現在） 5,991 世帯 5.39%

うち65歳以上 4,424 人

4.13%
うち14歳～64歳 7,766 人 5.39%
うち14歳以下 1,210 人

住基人口（H２２．３．３１現在） 13,400 人 5.49%

地　区　デ　ー　タ
面積（H２１．１０．１現在） 18.75 k㎡ 5.30%

音戸地区

(主）音戸倉橋線

坪井アパート

坪井汚水処理施設

粟尻アパート

観音住宅

坪井区自治会館

前菅原住宅

音戸清掃事務所

日附環境美化センター

渡子保育所

消防団音戸西５部詰所

渡子コミュニティセンター

音戸西中学校

渡子アパート

消防団音戸西３部詰所

田原小学校

田原保育所

田原福祉活動センター

田原漁船漁業用作業保管施設

音戸会館

中ノ坪アパート

早瀬小学校

早瀬保育所

消防団音戸西１部詰所

早瀬コミュニティセンター

早瀬パブリックセンター

古恵アパート

消防団音戸南３部詰所

藤脇憩いの家

明徳中学校

明徳小学校

藤脇アパート

音戸小学校

せとぎん会館

おんど観光文化会館うずしお

引地区集会所

消防団瀬戸１部詰所

音戸漁船漁業用作業保管施設

北隠渡区集会所

消防団音戸東１部詰所

音戸市民センター複合施設

波多見コミュニティーセンター

波多見保育所

竹田浜アパート

竹田浜汚水処理施設

大浦崎スポーツセンター

大浦崎アパート

波多見老人集会所

総合ケアセンターさざなみ

波多見小学校

消防団音戸東５部詰所

音戸消防署

音戸保育所

音戸プール

高須小学校

高須住宅

国保音戸診療所医師官舎

消防団瀬戸２部詰所

南区集会所

消防団音戸東２部詰所

北隠渡コミュニティセンター

音戸学校給食共同調理場

音戸中学校

畑老人集会所

畑コミュニティー会館

奥内小学校

奥内保育所

有清コミュニティセンター

消防団音戸南１部詰所

有清住宅

先奥老人集会所

先奥区民会館

有清老人集会所

高須老人集会所

消防団波多見１部詰所

南隠渡アパート

樫木住宅

国道487号

513

512

374

584

329

渡子老人集会所 725

683

129

266

522

682

228

327

725

444

120

521

229

326

681

128

725

519

518

680

725

725

170

725

725

230

325

130

679

524

509

382

511

510

724

674

225

725

725

400

673

443

725

675

127

725

676

781

725

328

515

381

678

100

275

516

169

785

231

677

725

588

324

94

226

514

304

265

725

267

232

517

渡子小学校 227

田原住宅 520

西粟尻住宅523
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※（　　）内数値は，呉市全体での割合

3.85%
世帯数（H２２．３．３１現在） 3,142 世帯 2.82%

うち65歳以上 2,717 人

1.66%
うち14歳～64歳 3,381 人 2.35%
うち14歳以下 487 人

住基人口（H２２．３．３１現在） 6,585 人 2.70%

地　区　デ　ー　タ
面積（H２１．１０．１現在） 54.46 k㎡ 15.39%

倉橋地区

灘コミュニティホーム

倉橋学校給食共同調理場

桂浜コミュニティセンター

才ノ木東アパート

長門の造船歴史館

厳島神社管弦祭御座船保存施設

桂浜ふれあいセンター

倉橋体育館

倉橋テニス場

くらはし温水プール

くらはし産業館万葉の里

才ノ木老人集会所

才ノ木漁具保管施設

消防団倉橋西１部詰所

倉橋介護予防センター

石原老人集会所

尾曽郷漁具保管施設

尾曽郷老人集会所

消防団倉橋西２部詰所

須川老人集会所

須川生活改善センター

須川保育所

須川社会教育施設

須川コミュニティセンター

須川津ノ田アパート

西宇土生活改善センター

西宇土教員住宅

西宇土社会教育施設

消防団倉橋西４部詰所

西宇土老人集会所

研修センター大向

大向老人集会所

長門園

重生コミュニティホーム

消防団倉橋北１部詰所

重生教員住宅

重生生活改善センター

消防団倉橋北２部詰所

(一)倉橋大向
釣士田港線

宇和木社会教育施設

宇和木老人集会所

鹿島下老人集会所

鹿島中老人集会所

鹿島中コミュニティホーム

鹿島社会教育施設

鹿島瀬戸コミュニティホーム

旧鹿島瀬戸児童館

鹿老渡社会教育施設

海越教員住宅

消防団倉橋南１部詰所

海越地区生活改善センター

倉橋東センター

倉橋東小学校

室尾保育所

大迫コミュニティホーム

室尾住宅

倉橋東中学校

袋の内漁具保管施設

倉橋セミナーハウス

尾立生活改善センター

尾立小学校

倉橋支所

倉橋小学校

倉橋農業技術拠点センター

旧町立診療所

相愛保育所

上河内アパート

上河内教員住宅

倉橋西中学校

倉橋グラウンド

音戸消防署倉橋出張所

倉橋石原公用車駐車場

小林教員住宅

釣士田コミュニティホーム

倉橋釣士田公民館

明徳保育所
長谷老人集会所

農作業準備休憩施設

堆肥保管調整施設

(主）音戸倉橋線

(一）中大迫清田線

435

436

725
333

38

726

171

190

726

688

726

283

687

726

383

725

189

726

686

185

281

726

526

132

188

332

725

726

726

685

447

726

178

684

446

725

790

85

68

98

432

276

131

528

11

699

725

725

726

187

730

726

186

282

689

726

191

235

330

525

9

269

445

726

726

234

572

233

183

726

331

529

280

268

74

599

714

284

倉橋歴史民俗資料館

402

12

倉橋農産加工センター

692

527

須川住宅
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※（　　）内数値は，呉市全体での割合

1.60%
世帯数（H２２．３．３１現在） 1,135 世帯 1.02%

うち65歳以上 1,127 人

0.41%
うち14歳～64歳 1,013 人 0.70%
うち14歳以下 121 人

住基人口（H２２．３．３１現在） 2,261 人 0.93%

地　区　デ　ー　タ
面積（H２１．１０．１現在） 18.90 k㎡ 5.34%

蒲刈地区

であいの館蒲刈（串山公園）

旧向火葬場

蒲刈小学校

蒲刈中学校

蒲刈児童会

向小校長住宅

向中校長住宅

小市アパート

向老人集会所

東消防署蒲刈出張所

消防団蒲刈向詰所

蒲刈公民館

刈浜住宅

向コミュニティセンター

蒲刈ごみ処理場

向教員住宅１

向清水集会所

蒲刈火葬場

田戸老人集会所

港谷アパート

蒲刈交流ふれあいセンター

グループホーム蒲刈

蒲刈小規模通所授産施設

蒲刈グラウンド

蒲刈高齢者生活福祉センター

消防団蒲刈中央１部詰所

蒲刈診療所

蒲刈開発総合センター

旧田戸火葬場

桂の滝精製所

宮盛老人集会所

宮盛集会所

旧宮盛火葬場

蒲刈体育館

段原住宅

峠古墳

文化の館

上り田住宅・アパート

蒲刈漁業用作業保管施設

蒲刈水産物荷さばき施設

蒲刈会館

前田住宅

西沖住宅

防災備蓄倉庫

庁舎分室

蒲刈支所

蒲刈保育所

蒲刈学校給食共同調理場

消防団蒲刈中央２部詰所

旧大浦桟橋待合所

蒲刈介護予防センター

大浦診療所

旧蒲刈小学校

消防団蒲刈大浦詰所

蒲刈営農センター

三ノ木アパート

旧大浦小学校教員住宅

旧大浦火葬場

恵みの丘蒲刈

(一）豊浜蒲刈線

かまがり古代土器製塩体験施設

かまがり温泉やすらぎの館

かまがり古代製塩遺跡復元展示館

コテージかまがり

蒲刈Ｂ＆Ｇ海洋センター

かまがり海と島の工作館

ビーチハウス倉庫

かまがり天体観測館

ふれあいの館

蒲刈ウォーキングセンター 460

375

596

173

530

236

270

349

286

287

730

461

637

39

534

285

727

726

388

172

532

75

729

363

358

361

300

638

726

730

277

334

573

455

717

537

533

639

121

451

448

535

726

112

536

86

730

726

726

730

730

179

727

297

640

437

531

693

730

431

4

405

5

406

727

101

3

697

2

（一）上蒲刈島循環線

365

旧広高校蒲刈分校

133

向教員住宅２

462

県民の浜コテージ
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※（　　）内数値は，呉市全体での割合

4.93%

地　区　デ　ー　タ
面積（H２１．１０．１現在） 63.54 k㎡ 17.96%

うち14歳以下 1,270 人
住基人口（H２２．３．３１現在） 12,038 人

うち14歳～64歳 7,200 人 5.00%
5.05%

世帯数（H２２．３．３１現在） 4,995 世帯 4.49%
うち65歳以上 3,568 人

4.33%

安浦地区

安浦市民センター複合施設

安浦やすらぎ作業所

安浦公民館

安浦体育館

安浦バスケットボール場

安浦武道館

安浦公民館三津口分館

晴海園集会所

旧安浦図書館

東消防署安浦出張所

子之浦自治会館

国道185号

三津口西自治会館

消防団安浦安登５部詰所

消防団安浦三津口１部詰所

三津口小学校

三津口憩いの家

消防団安浦三津口２部詰所

安浦清掃事務所

安浦水尻アパート

水尻集会所

グリーンピアせとうち

日之浦自治会館

塩谷自治会館

安浦処理場

安浦中学校

安浦保健出張所

水防倉庫

内海南自治会館

消防団安浦内海１部詰所

旧安浦支所

安浦中央保育所

安浦新開南アパート

安浦浦尻住宅

安浦会館

安浦コミュニティセンター

安浦源道尻住宅

跡条自治会館

消防団安浦安登２部詰所

安登駅自転車等駐車場

大谷自治会館

国保安浦診療所

安登児童会

東部火葬場

コミュニティいちざこ

中央ハイツ自治会館

小田野原自治会館

向野原自治会館

安登小学校

消防団安浦安登１部詰所

安登保育所

消防団安浦安登３部詰所

奥条自治会館

野呂山集会所

岡谷自治会館

中切自治会館

内平自治会館

野路中切小学校

消防団安浦野路３部詰所

消防団安浦野路２部詰所

原畑集会所

市原集会所

(主)矢野安浦線

中畑自治会館

内海小学校

消防団安浦内海２部詰所

老人福祉センター安浦内海会館

内海北自治会館

消防団安浦内海３部詰所

安浦ひらきアパート

赤向坂自治会館

藤木自治会館

女子畑自治会館

野路東小学校

安浦女子畑住宅・アパート

女子畑保育所

野呂川ダム

728

728

541

727

665

177

238

664

727

727

727

666

240

727

667

727

728

727

728

671

241

336

727

669

727

727

728

389

348

299

727

706

727

670

538

543

122

134

239

337

539

727

577

663

728

718

271

583

335

540

729

795

40

87

77

99

41

728

53

597

728

728

661

237

727

662

376

542

727

404

728

672

727

384

(一)小多田安浦線

旧野路北小学校

727

(一)内海三津線

消防団安浦北３部詰所 668
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※（　　）内数値は，呉市全体での割合

0.75%

地　区　デ　ー　タ
面積（H２１．１０．１現在） 11.68 k㎡ 3.30%

うち14歳以下 90 人
住基人口（H２２．３．３１現在） 1,837 人

うち14歳～64歳 651 人 0.45%
1.55%

世帯数（H２２．３．３１現在） 1,024 世帯 0.92%
うち65歳以上 1,096 人

0.31%

豊浜地区

(一）豊浜蒲刈線

(一）大崎下島循環線

豊浜水産倉庫

豊浜ふるさと文化伝承館

山崎集会所

旧山崎郷土資料保存館

豊浜漁船漁業用作業保管施設

消防団豊浜２部詰所

山崎教員住宅
旧豊浜学校給食共同調理場

豊島フェリー待合所

豊浜会館

農業構造改善センター

立花フェリー待合所

東消防署大崎下島出張所

豊浜グラウンド（豊浜テニス場）

豊浜ゲートボール場

大浜社倉

大浜診療所

大浜診療所２階住宅

大浜集会所

大浜住宅

消防団豊浜４部詰所

安楽苑

豊浜体育館

大浜教員住宅

大浜緑地公園管理棟

内浦伝統文化伝承館

内浦教員住宅

内浦集会所

消防団豊浜３部詰所

十文字山公園

豊浜水産加工センター

あびの里いつき

斎島集会所

消防団豊浜５部詰所

豊浜製氷貯氷施設
豊浜水産物荷さばき施設

小野浦集会所

小野浦教員住宅

豊島小学校

豊島幼稚園

豊浜公民館

豊浜市民センター複合施設

豊島ターミナル施設

多元情報システム施設

極楽苑

（一）豊島線

390

427

690

798

42

242

339

290

728

453

452

728

288

728

643

459

441

403

645

391

728

289

729

88

730

644

544

728

728

301

113

78

76

598

426

728

123

425

279

291

642

449

728

728

720

450

斎島火葬場

豊浜中学校272

463

福祉施設(豊浜）
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※（　　）内数値は，呉市全体での割合

0.98%

地　区　デ　ー　タ
面積（H２１．１０．１現在） 14.08 k㎡ 3.98%

うち14歳以下 103 人
住基人口（H２２．３．３１現在） 2,391 人

うち14歳～64歳 851 人 0.59%
2.03%

世帯数（H２２．３．３１現在） 1,249 世帯 1.12%
うち65歳以上 1,437 人

0.35%

豊地区

豊公民館 43

船宿110

御手洗住宅

豊ふるさと学園

天神住宅

御手洗七卿落遺跡

多目的研修センター

中大浦アパート

乙女座・江戸みなとまち展示館

御手洗集会所

若胡子屋跡

消防団豊５部詰所

旧柴屋住宅

ゆたか保育所

ゆたか幼稚園

豊小学校

豊学校給食共同調理場

豊水産会館

大長２区集会所

豊総合福祉センター

豊農業団地センター

豊コミュニティセンター

消防団豊１部詰所

大長港湾事務所

豊火葬場

大長１区集会所

豊児童館

消防団豊２部詰所

豊支所

旧消防団大長３部詰所

大長草露明住宅

三寿ふれあいプラザ

豊テニス場

豊プール

芸予環境衛生センター（ごみ処理）

芸予環境衛生センター（し尿処理）

大長南区老人集会所

平和住宅

豊コミュニティセンター

みかん共同貯蔵庫

豊公民館久比分館

久比東コミュニティセンター

消防団豊３部詰所

久比コミュニティセンター

久比住宅

共同農機具倉庫

豊中学校

久比連絡所

久比待合室

久比大浦住宅

消防団豊４部詰所

三角老人集会所

消防団豊６部詰所

沖友コミュニティセンター

豊スポーツセンター

沖友下西垣内住宅

沖友住宅

豊ふれあい農産加工センター

沖友地区倉庫

649

久比大浦校長住宅

旧消防団大長２部詰所

646

45

434

729

308

728

421

392

729

647

576

729

292

180

729

729

293

729

549

135

438

439

273

548

729

578

44

648

729

428

729

377

385

95

69

243

278

338

340

649

111

108

729

107

729

109

547
（一）大崎下島循環線

18

545

550

184

729

651

729

102

433

294

546

38



 39 

７ 今後の取り組み 

 

(１) 再配置計画の方向性 

今回の白書作成により，利用状況，コスト面など施設ごとの実態を調査し，用途や地域など

で分類することで，本市の公共施設の概要を把握することができました。 

これらの基礎資料を基に，「(仮称)呉市公共施設再配置計画」の策定に向け，施設老朽化の問

題や利用する住民のニーズに適合しているかなどを更に精査し，施設を利用する市民の目線に

立って，より多くの市民の皆さんに利用していただけるよう，利便性の向上やサービスの質の

向上を図ることを考えています。 

また，自主的で自立したまちを目指すため，「地域協働」を推進する観点からも，※「新しい

公共」の考え方に基づき，施設を地域に委ねることも考えております。これにより施設の柔軟

な運営が可能となるほか，地域の担い手の育成，地域コミュニティの再生が可能となり，「自主

的で自立したまちづくり」の基盤づくりになると考えています。 

 

※新しい公共：「公共サービス」や「公共的サービス」の提供主体となり得る意欲と能力を備えた多様な団体（住民団体，ＮＰＯ，企業など）
が先進的・創造的に「公共」を担う仕組み 

 

(２) 今後のスケジュール 

今後は，「(仮称)呉市公共施設再配置計画」の策定に向け，まずは再配置の基本方針(案)の策

定を行います。基本方針の視点としては，施設の利用実態や利用状況，施設の維持管理費，用

途別・地域別の施設の設置状況などを基本に，地域の実状などにも配慮しながら「基本方針(案)」

を策定します。 

その案について，パブリックコメントを実施して市民の皆さんの意見を反映しながら「基本

方針」を決定します。 

その後，基本方針に沿って「小分類」ごとの再配置計画を策定し，市民の皆さんへ公表させ

ていただき，利用者などへの説明を経て，順次，公共施設の再配置に着手します。 

なお，施設の主な用途で分類した「小分類」とは別に，付随的な用途を持つ施設については，

その要素での抽出を行い，再配置の方向を示すこととします。 



 40 

呉市公共施設再配置計画
「基本方針」の決定

(仮称)呉市公共施設
再配置計画の策定

「呉市公共施設白書」の公表 呉市が保有する全ての公共施設の現況について，議会・市民へ情報提供

呉市公共施設再配置計画
「基本方針(案)」の策定

基本方針(案)
策定の視点

利用実態，利用状況，施設維持管理費，
用途別・地域別施設設置状況など

更なる市民サービスの質の向上を目指します。

白書データの整理

議会への報告
パブリックコメントの実施

地元への説明
議会への説明

施設利用者への説明

公共施設再配置
の　推　進

Ｈ
22
年
度

Ｈ
23
年
度

Ｈ
24
年
度
か
ら

　◇実態調査による検討

　◇類似公共団体の施設設置状況の検証

　◆用途類似施設の集約化の推進（資源の再配分）

　◆公共施設管理運営のアウトソーシング等の検討

　●修繕等に係る経費の集中投入による長寿命化・機能
      性の向上

　●施設の有効活用や転用による利便性の向上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ おわりに 

 

公共施設は，市民の皆さんが利用するために設置された施設であり，より多くの市民の皆さ

んに利用していただくことが大切であると考えています。一方，その公共施設を管理運営する

ために必要となる財源は，利用する皆さんの使用料や税などで賄われていることも事実です。 

本白書をご覧いただくことで，市民の皆さんに本市の公共施設の状況を知っていただくとと

もに，これを機会として、私たちの公共施設について考えていただくきっかけとなることを期

待しています。 

呉市公共施設白書 
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