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周南市消防団機庫施設分類別計画 
 

１ 計画の目的 

 この計画は周南市において設置し管理している「消防団機庫」について、現状や消防団

を取り巻く環境の変化等を踏まえた上で、今後の方向性を示すものです。 

 

２ 施設の設置目的 

 現存する「消防団機庫」は、地域防災力の充実強化を図るため、昭和４３年から消防団

車両や資機材を格納する施設として設置してきましたが、近年では消防団活動の多様化に

対応するため、参集団員の詰所やトイレスペースなどを配置し、消防団の「拠点施設」と

して整備しています。 

 

３ 対象施設一覧 

（１）対象施設の考え方 

「消防団機庫」は市内に７４機庫を整備していますが、消防団車両を格納する機庫と、

小型ポンプやホースなどを収納する機庫に分けられることから、本計画では消防団車両を

格納している機庫を対象施設とし、次の６２機庫を検討します。 

（平成２８年４月１日現在） 

№№№№ 機庫名機庫名機庫名機庫名 所在地所在地所在地所在地
支部支部支部支部

(地区)(地区)(地区)(地区)
№№№№ 機庫名機庫名機庫名機庫名 所在地所在地所在地所在地

支部支部支部支部
(地区)(地区)(地区)(地区)

1111 上須野河内 八代3617－2 16161616 中須 中須南字鎌田2557-1

2222 高代 八代819 17171717 阿田川 中須北字室778-9

3333 上市 八代999－5 18181818 須金 須万市2435

4444 機動隊 呼坂2－2
機動隊
(勝間)

19191919 中原 金峰2753-7

5555 今市 樋口502－6 20202020 須々万 須々万奥724－11 須々万

6666 西原 原119-11 21212121 長穂 長穂市708-2 長穂

7777 下清尾 清尾632－4 22222222 大道理 大道理1299 大道理

8888 宮河内 安田431-17 23232323 大潮 大潮1809-4

9999 安田 安田518－1 24242424 中津 大潮82-2

10101010 兼清 小松原458－1 25252525 大地庵 鹿野上2860－1

11111111 呼坂 呼坂650－4 26262626 渋川 鹿野上933-2

12121212 勝間中 呼坂1193－1 27272727 大泉 鹿野下2358-2

13131313 遠見 大河内1804-2 28282828 合の川 鹿野下314-2

14141414 清光台 大河内300－316 29292929 今井 鹿野中1094-1

15151515 此原 大河内2288－3 30303030 金松 鹿野中1994、1995-1

大潮

八代

高水

三丘

勝間

大河内

中須

須金

鹿野上

鹿野下
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№№№№ 機庫名機庫名機庫名機庫名 所在地所在地所在地所在地
支部支部支部支部

(地区)(地区)(地区)(地区)
№№№№ 機庫名機庫名機庫名機庫名 所在地所在地所在地所在地

支部支部支部支部
(地区)(地区)(地区)(地区)

31313131 金峰 金峰3946-1 鹿野下 47474747 馬島 大津島2042-1 馬島

32323232 本町 鹿野上3329
上野
下市

48484848 川崎 川崎２丁目8-11

33333333 大向 大向1653 大向 49494949 三笹町 三笹町19-1

34343434 東部 慶万町7-1
東部

(慶万)
50505050 清水 清水１丁目2-13

35353535 西部 新宿通2-11
西部

(今宿)
51515151 古泉 古泉２丁目19-28

36363636 北部 徳山5830-1
北部

(岐山)
52525252 宮の前 宮の前２丁目10-26

37373737 久米 久米東川添2843 久米 53535353 福川 福川３丁目2-2

38383838 櫛浜 櫛ヶ浜東山根435-7 櫛浜 54545454 御姫町 御姫町2-8

39393939 大島 大島火打岩703-3 大島 55555555 中畷 中畷町6-4

40404040 粭 粭島川端304-2  粭 56565656 馬神 馬神856-3

41414141 加見 上村東南野711-4 57575757 米光 米光121-1　121-2

42424242 中野 中野堤口318-2 58585858 和田 垰163

43434343 富岡 下上字徳善2103-1 59595959 高瀬 高瀬710-2

44444444 四熊 四熊井原1429-2 60606060 夜市消防センター 夜市川660-4 夜市

45454545 本浦 大津島字小崎661-2 61616161 戸田 戸田2750-1 戸田

46464646 刈尾消防センター 大津島字小刈尾1464 62626262 湯野消防センター 湯野下小串原4230-4 湯野

和田

富田

福川

和田南

加見

富岡

大津

 

 

（２）対象外施設の考え方 

本計画の対象外とする１２機庫については、構造は木造やコンクリートブロック造で、

床面積も５～１５㎡と小規模な施設であることから器具庫として位置付け、使用に耐え

られなくなった段階で建替え等を検討します。 

 

№№№№ 機庫名機庫名機庫名機庫名 所在地所在地所在地所在地
支部支部支部支部

(地区)(地区)(地区)(地区)
№№№№ 機庫名機庫名機庫名機庫名 所在地所在地所在地所在地

支部支部支部支部
(地区)(地区)(地区)(地区)

63636363 新畑 八代3180-4 69696969 大田原 中須北六反田3190-7 中須

64646464 上魚切 八代2590-3 70707070 瀬戸浜 大津島357-10

65656565 小成川 樋口1344-4 71717171 近江 大津島1065

66666666 上大歳 樋口1116-9 72727272 天ヶ浦 大津島1900

67676767 新町 清尾53 73737373 柳ヶ浦 大津島2570

68686868 森河内 安田677-13 三丘 74747474 畑 夜市畑1492-3 夜市

八代

高水

大津

馬島

 

 

 

 



3 

 

（３）「消防団機庫」の配置図は次のとおりです。 
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４ 施設の現状と課題 

（１）施設・設備の状況と課題 

  「消防団機庫」は、周南市合併以前に建築したものがほとんどで、旧徳山・新南陽・熊

毛・鹿野の各地区によって、機能・形態が異なっています。旧徳山・新南陽地区では、消

防車両を格納するだけでなく、参集団員の詰所としてのスペースを有しているものが多く、

また、設置数は概ね当時の小学校区を基準とした数となっています。 

一方、熊毛・鹿野地区は、中山間地域に広く点在することから、地域ごとに小規模なも

のが数多く設置されており、ほとんどの消防団機庫に詰所としてのスペースやトイレなど

は配置されていません。 

また、いずれの地区の施設も建築から３０年以上を経過したものが多く、老朽化も著し

いことから、大規模自然災害等の発生に備えるためにも、「拠点施設」としての機能を確

保していく必要があります。 

 

              消 防 団 機 庫 一 覧 

※     は建築から３０年以上を経過  

ＮＯＮＯＮＯＮＯ 機庫名機庫名機庫名機庫名
車両車両車両車両
台数台数台数台数 構　造構　造構　造構　造 面積（㎡）面積（㎡）面積（㎡）面積（㎡） 建築年建築年建築年建築年 詰所詰所詰所詰所 駐車場 警戒区域警戒区域警戒区域警戒区域 修理履歴（H22～）修理履歴（H22～）修理履歴（H22～）修理履歴（H22～） 備　　考備　　考備　　考備　　考

1111 上須野河内 1 Ｗ造平屋建 9.94㎡ Ｓ５５ × ○
土砂災害

特別警戒区域
H２７屋根修理

2222 高代 1 Ｗ造平屋建 23.20㎡ Ｓ６０ × ○ Ｈ２２シャッター修理

3333 上市 1 Ｗ造平屋建 23.20㎡ Ｈ １ × ×

4444 機動隊 1 Ｓ造平屋建 36.00㎡ Ｈ１３ × ○

5555 今市 1 Ｗ造平屋建 23.20㎡ Ｈ １ × ×
土砂災害
警戒区域

平成２８年度更新整備
（西原、下清尾と集約）

6666 西原 1 Ｗ造平屋建 15.00㎡ Ｓ５９ × ○
平成２８年度更新整備
（今市、下清尾と集約）

7777 下清尾 1 Ｗ造平屋建 15.00㎡ Ｓ６１ × ×
平成２８年度更新整備
（今市、西原と集約）

8888 宮河内 1 Ｗ造平屋建 15.00㎡ Ｓ６１ × ○ 借地(有償)

9999 安田 1 Ｗ造平屋建 24.84㎡ Ｓ５９ × ○ Ｈ２４ホース乾燥塔修理

10101010 兼清 1 Ｓ造平屋建 26.00㎡ H１４ × ○
土砂災害
警戒区域

借地(無償)

11111111 呼坂 1 Ｗ造平屋建 9.94㎡ Ｓ５８ × ×

12121212 勝間中 1 ＲＣ造平屋建 28.35㎡ Ｈ ７ × ○

13131313 遠見 1 Ｓ造平屋建 26.00㎡ Ｈ１６ × ×
土砂災害
警戒区域

14141414 清光台 1 Ｗ造平屋建 23.20㎡ Ｈ ８ × ○ Ｈ２６シャッター修理

15151515 此原 1 Ｓ造平屋建 26.00㎡ Ｈ１１ × ×
土砂災害
警戒区域

16161616 中須 1 ＲＣ造２階建 97.63㎡ Ｈ ８ ○ ○
土砂災害
警戒区域

17171717 阿田川 1 Ｓ造平屋建 25.00㎡ Ｓ５６ × ×
土砂災害
警戒区域

Ｈ２６ホース乾燥塔撤去

18181818 須金 2 Ｓ造２階建 83.04㎡ Ｓ６３ ○ ○
Ｈ２８年度

屋根、外壁修理予定

19191919 中原 1 Ｓ造平屋建 56.00㎡ Ｈ１９ ○ ○
土砂災害
警戒区域

20202020 須々万 2 S造平屋建 94.70㎡ H２２ ○ ○

21212121 長穂 1 Ｓ造平屋建 69.00㎡ Ｈ ５ ○ ○

22222222 大道理 1 ＣＢ造平屋建 35.58㎡ Ｓ５５ ○ ○
土砂災害

特別警戒区域
Ｈ２２給水管修理

23232323 大潮 1 Ｓ造平屋建 19.44㎡ Ｓ６３ × ×
土砂災害

特別警戒区域
Ｈ２３屋根修理

24242424 中津 1 Ｓ造平屋建 19.44㎡ Ｓ５１ × ×
土砂災害

特別警戒区域

25252525 大地庵 1 Ｓ造平屋建 19.44㎡ Ｓ５２ × ○

26262626 渋川 1 Ｓ造平屋建 26.79㎡ Ｈ ４ × ×
土砂災害
警戒区域

借地(無償)

27272727 大泉 1 Ｓ造平屋建 27.69㎡ Ｓ６３ × ○ 借地(無償)
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ＮＯＮＯＮＯＮＯ 機庫名機庫名機庫名機庫名
車両車両車両車両
台数台数台数台数 構　造構　造構　造構　造 面積（㎡）面積（㎡）面積（㎡）面積（㎡） 建築年建築年建築年建築年 詰所詰所詰所詰所 駐車場 警戒区域警戒区域警戒区域警戒区域 修理履歴（H22～）修理履歴（H22～）修理履歴（H22～）修理履歴（H22～） 備　　考備　　考備　　考備　　考

28282828 合の川 1 Ｓ造平屋建 19.44㎡ Ｓ５１ × ○
土砂災害

特別警戒区域
借地(無償)

29292929 今井 1 Ｓ造平屋建 19.44㎡ Ｓ５１ × × Ｈ２３屋根修理 借地(無償)

30303030 金松 1 Ｓ造平屋建 27.69㎡ Ｈ ９ × × Ｈ２２シャッター修理 借地(無償)

31313131 金峰 1 Ｓ造平屋建 22.58㎡ Ｓ４３ × ×
土砂災害

特別警戒区域
借地(無償)

32323232 本町 3 Ｓ造平屋建 144.80㎡ Ｈ ２６ ○ ○

33333333 大向 1 ＣＢ造平屋建 34.92㎡ Ｓ５３ ○ ○
土砂災害
警戒区域

Ｈ２８年度
屋根修理予定

34343434 東部 1 Ｓ造２階建 68.90㎡ Ｈ ４ ○ × 屋根・外壁修理要

35353535 西部 1 Ｓ造平屋建 51.70㎡ Ｓ４９ ○ ×
Ｈ２５シャッター修理
ホース乾燥塔撤去

ホース乾燥塔なし

36363636 北部 1 Ｓ造平屋建 53.92㎡ Ｈ １ ○ ○

37373737 久米 1 Ｓ造２階建 146.94㎡ H２８ ○ ○

38383838 櫛浜 2 Ｓ造平屋建 68.67㎡ Ｓ６０ ○ × Ｈ２６外壁塗装工事

39393939 大島 1 Ｓ造平屋建 75.28㎡ Ｓ６２ ○ ○
Ｈ２４シャッター修理
Ｈ２６軒、外壁修理

県借地（無償）

40404040 粭 1 Ｓ造平屋建 72.07㎡ Ｓ６２ ○ ×
土砂災害
警戒区域

Ｈ２３詰所床改修

Ｈ２４シャッター、手洗い場修理

41414141 加見 2 Ｓ造平屋建 71.70㎡ Ｓ５２ ○ ×
Ｈ２３屋根修理
Ｈ２４トイレ改修

42424242 中野 1 Ｓ造平屋建 83.70㎡ Ｈ ７ ○ ○
土砂災害

特別警戒区域
自治会館と同一棟

43434343 富岡 2 Ｓ造平屋建 65.00㎡ Ｓ５５ ○ ×
土砂災害
警戒区域

Ｈ２３トイレ改修 借地(有償)

44444444 四熊 1 Ｗ造平屋建 19.20㎡ Ｓ５３ × × H２７仮設トイレ設置 借地(有償)

45454545 本浦 1 ＣＢ造平屋建 34.92㎡ Ｓ５０ ○ ○ Ｈ２５軒外壁改修 シャッター修理要

46464646 刈尾 1 Ｗ造平屋建 47.080㎡ Ｈ１３ ○ ○
土砂災害
警戒区域

Ｈ２７シャッター修理
防蟻処理

47474747 馬島 1 ＣＢ造平屋建 46.51㎡ Ｓ４６ ○ ×

48484848 川崎 1 ＣＢ造平屋建 40.68㎡ Ｓ５８ ○ ○
土砂災害
警戒区域

Ｈ２６トイレ修理

49494949 三笹町 1 Ｗ造平屋建 52.99㎡ Ｓ５２ ○ ×

50505050 清水 1 Ｓ造平屋建 60.92㎡ Ｈ ２ ○ ○

51515151 古泉 1 Ｓ造平屋建 39.60㎡ Ｓ６３ ○ ○
Ｈ２４シャッター修理

Ｈ２６雨漏り修理

52525252 宮の前 1 ＣＢ造平屋建 40.68㎡ Ｓ５５ ○ ×

53535353 福川 1 Ｓ造平屋建 40.40㎡ Ｈ １ ○ ×
土砂災害
警戒区域

Ｈ２３屋根修理

54545454 御姫町 1 ＲＣ造平屋建 90.50㎡ Ｈ ５ ○ ×
県借地（無償）

自治会館と同一棟

55555555 中畷 1 ＣＢ造平屋建 40.68㎡ Ｓ５８ ○ ×

56565656 馬神 1 Ｗ造平屋建 44.22㎡ Ｈ ４ ○ ○
土砂災害
警戒区域

57575757 米光 1 Ｓ造２階建 51.75㎡ Ｓ６０ ○ ×

58585858 和田 2 RC造平屋建 84.00㎡ Ｓ６０ ○ ×
土砂災害

特別警戒区域

59595959 高瀬 1 Ｓ造２階建 32.23㎡ Ｓ５９ ○ ×
土砂災害

特別警戒区域

60606060 夜市 2 Ｓ造平屋建 90.25㎡ Ｈ ８ ○ ○

61616161 戸田 2 Ｓ造２階建 141.86㎡ Ｈ２４ ○ ○

62626262 湯野 2 Ｓ造平屋建 95.39㎡ Ｈ１４ ○ ○
Ｈ２６屋根修理・玄関、

トイレ内壁修理  
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（２）提供しているサービスの現状と課題 

  消防団の活動は、火災出動以外にも水災害出動や警戒、行方不明者の捜索など多岐にわ

たっています。また、最近では大規模地震や豪雨災害に備え、地域の自主防災訓練に中心

的存在として参加するなど、地域防災の要として活動を広げています。 

消防団機庫消防団機庫消防団機庫消防団機庫

上須野河内、新畑、上魚切
高代、上市、機動隊

小成川、上大歳、今市、西原
新町、下清尾、宮河内、安田
森河内、兼清

呼坂、勝間中、遠見
清光台、此原

中須、阿田川、大田原

須金、中原

須々万、長穂、大道理

大潮、中津
大地庵、渋川

大泉、合の川、今井、金松
金峰

本町

大向

東部、西部、北部

久米、櫛浜

大島、粭

加見、中野
富岡、四熊

本浦、刈尾、瀬戸浜、近江
馬島、天ケ浦、柳ケ浦

川崎、三笹町、清水、古泉
宮の前、福川、御姫町、中畷

馬神、米光、和田、高瀬
夜市、畑

戸田、湯野

合　計合　計合　計合　計

251

（延べ人数）（延べ人数）（延べ人数）（延べ人数）

5,008

109

452

276

196

444

263

444

425

220

219

229

372

187

206

144

第第第第
１１１１
方方方方
面面面面
隊隊隊隊

東第１分団
（八代・機動隊）

東第２分団
（高水・三丘）

東第３分団
（勝間・大河内）

分 団 別 出 動 人 数分 団 別 出 動 人 数分 団 別 出 動 人 数分 団 別 出 動 人 数

Ｈ２６年度Ｈ２６年度Ｈ２６年度Ｈ２６年度

258

325

239 227

第第第第
２２２２
方方方方
面面面面
隊隊隊隊

第第第第
３３３３
方方方方
面面面面
隊隊隊隊

第第第第
４４４４
方方方方
面面面面
隊隊隊隊

第第第第
５５５５
方方方方
面面面面
隊隊隊隊

北第４分団
（中須）

北第５分団
（須金）

北第６分団
（須々万、長穂、大道理）

北第７分団
（大潮・鹿野上）

北第８分団
（鹿野下）

北第９分団
（上野・下市）

北第１０分団
（大向）

中央第１１分団
（東部・西部・北部）

中央第１２分団
（久米・櫛浜）

中央第１３分団
（大島・粭）

中央第１４分団
（加見・富岡）

中央第１５分団
（大津・馬島）

西第１６分団
（富田・福川）

西第１７分団
（和田・和田南・夜市）

西第１８分団
（戸田・湯野）

Ｈ２５年度Ｈ２５年度Ｈ２５年度Ｈ２５年度 Ｈ２４年度Ｈ２４年度Ｈ２４年度Ｈ２４年度

275 232

329 357

233

230 185

244 218

383 465

429

244

261 203

247 211

183 178

5,329 5,194

117 116

451 369

490

482 522

300

分団名（地区別）分団名（地区別）分団名（地区別）分団名（地区別）

240 261

520

190

355 284

241

 

             ※ 平成２９年１月１日現在  消防団員数 １，０３２名 

（定数１，１８４名） 
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５ 施設を取り巻く状況 

東日本大震災の教訓をいかしつつ、今後、発生が懸念されるあらゆる災害・事故に対処

し得る消防防災体制の整備を目指すことを目的に、平成２５年１２月に施行された「消防

団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」では、「消防団の充実強化」と「地

域における防災体制の強化」の二つを基本的施策としています。 

地域における防災体制の中核的な施設である「消防団機庫」を更新整備することで、消

防団の機能強化を図り、地域防災体制の更なる充実強化に取り組んでいく必要があります。 
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６ 個別施設の一次評価の実施 

（１）今後の施設の方向性の抽出 

  施設で提供しているサービスに着目し、そのサービスについて今後の方向性（存続・廃

止）から、施設の状況を加味して、施設の想定される方向性（選択肢）を導き出します。 

  この作業に使用したのは以下の「機能の評価・検証シート」です。 

 

機能の評価・検証シート 

        

 

ア 「第１ステップ」サービスの今後の可能性の検討 

   施設において提供しているサービスについて、「サービス主体の適正化」「サービス

水準の適正化」「サービス配置の適正化」「事業手法の適正化」という４つの視点から、

その視点ごとにサービスの今後の方向性（存続・廃止）を検討します。 

イ 「第２ステップ」建物の方向性の検討 

   第１ステップにおいて４つの視点ごとに出されたサービスの今後の方向性（存続・廃

止）に従って、それぞれの建物（施設）の方向性（選択肢）を抽出します。 
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 各ステップの考え方を一覧にすると、以下の表のとおりです。 
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 最終的に導き出される施設の方向性とその内容は下記のとおりです。 

 

 

サービスに
ついての

今後の方向性

施設の状況を加味した、
施設の想定される
方向性（選択肢）

「A：統廃合」
同じ施設分類で同様のサービスを提供する施設同士
で統廃合を実施します。

「B：複合化（集約化）」
施設分類が異なるが施設同士を複合化により集約化
します。

「C：複合化（共用化）」
施設分類が異なるが同様のサービスを提供する施設
のうち、共用が可能な建物やスペースを複合化により
共用します。

「D：多目的化」
施設が比較的新しくスペースに余裕がある場合に、古
い施設の機能を取り入れて多目的化します。

「E：継続利用（現状維持）」
現状維持のまま継続的に利用します。
※サービスの向上やコストの見直しについて検討しま
す。

「F：継続利用（規模縮小）」

継続的に利用しますが、利用状況等により規模を縮
小します。
※サービスの向上やコストの見直しについて検討しま
す。

「G：共同利用」
市の公共施設を他自治体等と共用し、他自治体等と
コスト分担します。

「H：廃止」 施設を廃止します。

「I：転用」
施設自体は利用可能であるため、他用途に転用しま
す。

「J：民間譲渡」
施設自体は利用可能であるため、民間へ譲渡（売却）
します。

「K：地域移譲」
施設自体は利用可能であり、利用が地域に限定して
いる場合、地域へ移譲します。

取組み方策の種類

廃止

存続

内容

 

 

（２）「優先的に検討すべき施設」の抽出 

次に、施設分類内における個々の施設において、今後の方向性を今後の方向性を今後の方向性を今後の方向性を優先的に優先的に優先的に優先的に検討すべき検討すべき検討すべき検討すべき施施施施

設設設設についてについてについてについて機械的に抽出機械的に抽出機械的に抽出機械的に抽出しました。 

ここでは「経過年数」を基本とし、「土砂災害警戒区域」や「整備用地の確保」などの

検討項目を加算して、最も優先度の高い施設を「Ａ」評価、次に高い施設を「Ｂ」評価、

優先度が低い施設を「Ｃ」評価とした結果、今回の一次評価では次のような結果が導き出

されました。 

なお、本評価なお、本評価なお、本評価なお、本評価の優先度は、現時点での基本的な方向性であり、確定事項ではありません。の優先度は、現時点での基本的な方向性であり、確定事項ではありません。の優先度は、現時点での基本的な方向性であり、確定事項ではありません。の優先度は、現時点での基本的な方向性であり、確定事項ではありません。 
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優先度優先度優先度優先度 ＮＯＮＯＮＯＮＯ 消防団機庫名消防団機庫名消防団機庫名消防団機庫名
経過経過経過経過
年数年数年数年数

今後の施設の方向性今後の施設の方向性今後の施設の方向性今後の施設の方向性 優先度優先度優先度優先度 ＮＯＮＯＮＯＮＯ 消防団機庫名消防団機庫名消防団機庫名消防団機庫名
経過経過経過経過
年数年数年数年数

今後の施設の方向性今後の施設の方向性今後の施設の方向性今後の施設の方向性

AAAA 35353535 西部 41 　「継続利用（現状維持）」の検討 19191919 中原 9 　「継続利用（現状維持）」の検討

1111 上須野河内 36 　「継続利用（現状維持）」の検討 20202020 須々万 5 　「継続利用（現状維持）」の検討

17171717 阿田川 34 　「継続利用（現状維持）」の検討 21212121 長穂 23 　「継続利用（現状維持）」の検討

22222222 大道理 36 　「継続利用（現状維持）」の検討 23232323 大潮 28 　「継続利用（現状維持）」の検討

24242424 中津 40 　「継続利用（現状維持）」の検討 25252525 大地庵 39 　「継続利用（現状維持）」の検討

28282828 合の川 40 　「継続利用（現状維持）」の検討 26262626 渋川 23 　「継続利用（現状維持）」の検討

29292929 今井 40 　「継続利用（現状維持）」の検討 27272727 大泉 28 　「継続利用（現状維持）」の検討

31313131 金峰 47 　「継続利用（現状維持）」の検討 30303030 金松 18 　「継続利用（現状維持）」の検討

33333333 大向 37 　「継続利用（現状維持）」の検討 32323232 本町 2 　「継続利用（現状維持）」の検討

43434343 富岡 35 　「継続利用（現状維持）」の検討 34343434 東部 24 　「継続利用（現状維持）」の検討

45454545 本浦 40 　「継続利用（現状維持）」の検討 36363636 北部 26 　「継続利用（現状維持）」の検討

47474747 馬島 44 　「継続利用（現状維持）」の検討 37373737 久米 0 　「継続利用（現状維持）」の検討

48484848 川崎 32 　「継続利用（現状維持）」の検討 38383838 櫛浜 30 　「継続利用（現状維持）」の検討

58585858 和田 30 　「継続利用（現状維持）」の検討 39393939 大島 29 　「継続利用（現状維持）」の検討

59595959 高瀬 31 　「継続利用（現状維持）」の検討 40404040 粭 29 　「継続利用（現状維持）」の検討

2222 高代 30 　「継続利用（現状維持）」の検討 41414141 加見 38 　「継続利用（現状維持）」の検討

3333 上市 27 　「継続利用（現状維持）」の検討 42424242 中野 20 　「継続利用（現状維持）」の検討

4444 機動隊 14 　「継続利用（現状維持）」の検討 44444444 四熊 38 　「継続利用（現状維持）」の検討

5555 今市 27 　「継続利用（現状維持）」の検討 46464646 刈尾 15 　「継続利用（現状維持）」の検討

6666 西原 32 　「継続利用（現状維持）」の検討 49494949 三笹町 39 　「継続利用（現状維持）」の検討

7777 下清尾 30 　「継続利用（現状維持）」の検討 50505050 清水 25 　「継続利用（現状維持）」の検討

8888 宮河内 29 　「継続利用（現状維持）」の検討 51515151 古泉 28 　「継続利用（現状維持）」の検討

9999 安田 32 　「継続利用（現状維持）」の検討 52525252 宮の前 35 　「継続利用（現状維持）」の検討

10101010 兼清 14 　「継続利用（現状維持）」の検討 53535353 福川 26 　「継続利用（現状維持）」の検討

11111111 呼坂 33 　「継続利用（現状維持）」の検討 54545454 御姫町 23 　「継続利用（現状維持）」の検討

12121212 勝間中 21 　「継続利用（現状維持）」の検討 55555555 中畷 33 　「継続利用（現状維持）」の検討

13131313 遠見 12 　「継続利用（現状維持）」の検討 56565656 馬神 24 　「継続利用（現状維持）」の検討

14141414 清光台 20 　「継続利用（現状維持）」の検討 57575757 米光 31 　「継続利用（現状維持）」の検討

15151515 此原 17 　「継続利用（現状維持）」の検討 60606060 夜市 20 　「継続利用（現状維持）」の検討

16161616 中須 20 　「継続利用（現状維持）」の検討 61616161 戸田 3 　「継続利用（現状維持）」の検討

18181818 須金 28 　「継続利用（現状維持）」の検討 62626262 湯野 14 　「継続利用（現状維持）」の検討

BBBB

CCCC

CCCC

「消防団機庫」の優先順位「消防団機庫」の優先順位「消防団機庫」の優先順位「消防団機庫」の優先順位

 

 

なお、一次評価結果に至るまでの検討内容については「参考資料」として最後に添付し

ます。 
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７ 今後の施設の方向性 

（１）基本的な考え方 

  「消防団機庫」は、市民の安心・安全を確保するうえで必要不可欠な施設です。各地域

によって施設の規模や配置にばらつきがありますが、地域の特性を考慮した配置となって

いるため、原則、「継続利用（現状維持）」と考え、老朽化した機庫から計画的に更新整

備に向けた検討を進めていきます。 

（２）具体的な方針 

  「消防団機庫」には、詰所やトイレなどを配置した拠点施設としての機能を有する機庫

と、拠点施設としての機能を有さない小規模な機庫が混在しています。 

すべての機庫において、「継続利用（現状維持）」を原則としますが、拠点施設として

の機能を有さない小規模な機庫については、「集約化」を視野に入れた効果的な更新整備

を検討します。 

また、他の施設との「複合化」を含めた検討を行い、整備用地の確保については市有地

の有効活用を考慮し、消防団や地域住民の意見を反映した更新整備を行います。 

 

      

№ 機庫名
地区

（支部）
№ 機庫名

地区
（支部）

2 高代 14 清光台

3 上市 15 此原

8 宮河内 23 大潮

9 安田 24 中津

68 森河内 27 大泉

11 呼坂 28 合の川

12 勝間中 29 今井

13 遠見 30 金松

地元消防団員から集約化の要望がある消防団機庫地元消防団員から集約化の要望がある消防団機庫地元消防団員から集約化の要望がある消防団機庫地元消防団員から集約化の要望がある消防団機庫

八代

三丘

勝間

大河内

大潮

鹿野下

鹿野下
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８ 各施設の今後の取扱い 

［グループ１］旧徳山・新南陽地区にある３６機庫 

「西部機庫」については、建築後４１年が経過し老朽化が著しいことから、早急な更 

新整備を検討します。 

その他の機庫につきましては、一次評価の優先度や消防団及び地域住民の意見、また、

整備用地の確保などといった総合的な評価を踏まえた上で、計画的な更新整備を検討し

ていきます。 

 

ＮＯＮＯＮＯＮＯ
消防団消防団消防団消防団
機庫名機庫名機庫名機庫名

今後の取扱い今後の取扱い今後の取扱い今後の取扱い ＮＯＮＯＮＯＮＯ
消防団消防団消防団消防団
機庫名機庫名機庫名機庫名

今後の取扱い今後の取扱い今後の取扱い今後の取扱い ＮＯＮＯＮＯＮＯ
消防団消防団消防団消防団
機庫名機庫名機庫名機庫名

今後の取扱い今後の取扱い今後の取扱い今後の取扱い

16161616 中須 　存続対象 39393939 大島 　存続対象 51515151 古泉 　存続対象

17171717 阿田川 　存続対象 40404040 粭 　存続対象 52525252 宮の前 　存続対象

18181818 須金 　存続対象 41414141 加見 　存続対象 53535353 福川 　存続対象

19191919 中原 　存続対象 42424242 中野 　存続対象 54545454 御姫町 　存続対象

20202020 須々万 　存続対象 43434343 富岡 　存続対象 55555555 中畷 　存続対象

21212121 長穂 　存続対象 44444444 四熊 　存続対象 56565656 馬神 　存続対象

22222222 大道理 　存続対象 45454545 本浦 　存続対象 57575757 米光 　存続対象

34343434 東部 　存続対象 46464646 刈尾 　存続対象 58585858 和田 　存続対象

35353535 西部 　更新整備 47474747 馬島 　存続対象 59595959 高瀬 　存続対象

36363636 北部 　存続対象 48484848 川崎 　存続対象 60606060 夜市 　存続対象

37373737 久米 　存続対象 49494949 三笹町 　存続対象 61616161 戸田 　存続対象

38383838 櫛浜 　存続対象 50505050 清水 　存続対象 62626262 湯野 　存続対象

 

 

［グループ２］熊毛・鹿野地区にある２６機庫 

  「今市機庫」「西原機庫」及び「下清尾機庫」の３機庫については、平成２８年度に

集約拠点化した「高水機庫」として更新整備が完了します。 

その他の機庫につきましては、地域の実情を充分に考慮した上で、「集約化」が可能

な施設については拠点施設としての整備を検討していきます。 

ＮＯＮＯＮＯＮＯ
消防団消防団消防団消防団
機庫名機庫名機庫名機庫名

今後の取扱い今後の取扱い今後の取扱い今後の取扱い ＮＯＮＯＮＯＮＯ
消防団消防団消防団消防団
機庫名機庫名機庫名機庫名

今後の取扱い今後の取扱い今後の取扱い今後の取扱い ＮＯＮＯＮＯＮＯ
消防団消防団消防団消防団
機庫名機庫名機庫名機庫名

今後の取扱い今後の取扱い今後の取扱い今後の取扱い

1111 上須野河内 　存続対象 10101010 兼清 　存続対象 26262626 渋川 　存続対象

2222 高代 　「集約化」の検討 11111111 呼坂 　「集約化」の検討 27272727 大泉 　「集約化」の検討

3333 上市 　「集約化」の検討 12121212 勝間中 　「集約化」の検討 28282828 合の川 　「集約化」の検討

4444 機動隊 　存続対象 13131313 遠見 　「集約化」の検討 29292929 今井 　「集約化」の検討

5555 今市 14141414 清光台 　「集約化」の検討 30303030 金松 　「集約化」の検討

6666 西原 15151515 此原 　「集約化」の検討 31313131 金峰 　存続対象

7777 下清尾 23232323 大潮 　「集約化」の検討 32323232 本町 　存続対象

8888 宮河内 　「集約化」の検討 24242424 中津 　「集約化」の検討 33333333 大向 　存続対象

9999 安田 　「集約化」の検討 25252525 大地庵 　存続対象

H２８年度
集約拠点化整備
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 ９ 計画期間 

  本計画に則った検討作業等の期間は、「周南市公共施設再配置計画」に基づき、平成

４６年度までとします。 

 

10 その他 

  消防団が管轄する地域の環境変化等に伴い、随時この施設分類別計画を見直すことが

できるものとします。 
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○各施設の「機能の評価・検証シート」回答一覧 

施設名
所在
地区

建設年 経過年数
延床面積

（㎡）

公共性
公益性

①

公共性
公益性

②

公共性
公益性

③

公共性
必需性

①

公共性
必需性

②

公共性
必需性

③

施設名
所在
地区

建設年 経過年数
延床面積

（㎡）

今日的な視点から、
設置目的の意義が
低下していないか。

利用実態が
設置目的に即した

ものとなって
いるか。

サービス内容が
設置目的に
即したものに

なっているか。

市民の安心・安全の
確保など、

市民生活を営む
上での重要性は

高いか。

市の施策を
推進する上での

必要性は高いか。

法律等により
設置が義務づけ
られているか。

1 上須野河内消防機庫 八代 1980年3月 36 9.94 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

2 高代消防機庫 八代 1985年12月 30 23.2 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

3 上市消防機庫 八代 1989年2月 27 23.2 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

4 機動隊機庫 勝間 2001年5月 14 36 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

5 今市消防機庫 高水 1989年3月 27 23.2 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

6 西原消防機庫 高水 1984年4月 32 15 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

7 下清尾消防機庫 高水 1986年4月 30 15 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

8 宮河内消防機庫 三丘 1986年12月 29 15 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

9 安田消防機庫 三丘 1984年1月 32 24.84 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

10 兼清消防機庫 三丘 2002年2月 14 26 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

11 呼坂消防機庫 勝間 1983年3月 33 9.94 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

12 勝間中消防機庫 勝間 1995年4月 21 28.35 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

13 遠見消防機庫 勝間 2004年2月 12 26 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

14 清光台消防機庫 大河内 1996年2月 20 23.2 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

15 此原消防機庫 大河内 1999年2月 17 26 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

16 中須消防機庫 中須 1996年2月 20 97.63 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

17 阿田川消防機庫 中須 1981年12月 34 25 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

18 須金消防機庫 須金 1988年2月 28 83.04 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

19 中原消防機庫 須金 2007年3月 9 56 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

20 須々万消防機庫 須々万 2010年10月 5 94.7 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

21 長穂消防機庫 長穂 1993年1月 23 69 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

22 大道理消防機庫 大道理 1980年1月 36 35.58 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

23 大潮消防機庫 鹿野 1988年4月 28 19.44 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

24 中津消防機庫 鹿野 1976年4月 40 19.44 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

25 大地庵消防機庫 鹿野 1977年4月 39 19.44 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

26 渋川消防機庫 鹿野 1992年11月 23 26.79 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

27 大泉消防機庫 鹿野 1988年1月 28 27.69 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

28 合の川消防機庫 鹿野 1976年4月 40 19.44 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

29 今井消防機庫 鹿野 1976年4月 40 19.44 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

30 金松消防機庫 鹿野 1997年10月 18 27.69 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

31 金峰消防機庫 鹿野 1968年5月 47 22.58 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

番号
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施設名
所在
地区

建設年 経過年数
延床面積

（㎡）

公共性
公益性

①

公共性
公益性

②

公共性
公益性

③

公共性
必需性

①

公共性
必需性

②

公共性
必需性

③

施設名
所在
地区

建設年 経過年数
延床面積

（㎡）

今日的な視点から、
設置目的の意義が
低下していないか。

利用実態が
設置目的に即した

ものとなって
いるか。

サービス内容が
設置目的に
即したものに

なっているか。

市民の安心・安全の
確保など、

市民生活を営む
上での重要性は

高いか。

市の施策を
推進する上での

必要性は高いか。

法律等により
設置が義務づけ
られているか。

32 本町消防機庫 鹿野 2013年1月 2 144.8 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

33 大向消防機庫 大向 1978年12月 37 34.92 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

34 東部消防機庫 徳山 1992年1月 24 68.9 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

35 西部消防機庫 今宿 1974年9月 41 51.7 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

36 北部消防機庫 岐山 1989年12月 26 53.92 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

37 久米消防機庫 久米 2016年3月 0 146.94 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

38 櫛浜消防機庫 櫛浜 1985年9月 30 68.67 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

39 大島消防機庫 鼓南 1987年1月 29 75.28 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

40 粭島消防機庫 鼓南 1987年3月 29 72.07 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

41 加見消防機庫 菊川 1977年11月 38 71.7 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

42 中野消防機庫 菊川 1995年12月 20 83.7 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

43 富岡消防機庫 菊川 1980年11月 35 65 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

44 四熊消防機庫 菊川 1978年4月 38 19.2 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

45 本浦消防機庫 大津島 1975年11月 40 34.92 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

46 刈尾消防センター 大津島 2001年1月 15 47.08 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

47 馬島消防機庫 大津島 1971年6月 44 46.51 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

48 川崎消防機庫 富田東 1983年12月 32 40.68 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

49 三笹町消防機庫 富田東 1977年2月 39 52.99 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

50 清水消防機庫 富田東 1990年11月 25 60.92 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

51 古泉消防機庫 富田東 1988年3月 28 39.6 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

52 宮の前消防機庫 富田西 1980年12月 35 40.68 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

53 福川消防機庫 福川 1989年12月 26 40.4 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

54 御姫町消防機庫 福川 1993年3月 23 90.5 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

55 中畷消防機庫 福川南 1983年1月 33 40.68 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

56 馬神消防機庫 和田 1992年3月 24 44.22 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

57 米光消防機庫 和田 1985年1月 31 51.75 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

58 和田消防機庫 和田 1985年10月 30 84 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

59 高瀬消防機庫 和田 1984年12月 31 32.23 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

60 夜市消防センター 夜市 1996年3月 20 90.25 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

61 戸田消防機庫 戸田 2012年10月 3 141.86 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

62 湯野消防センター 湯野 2002年3月 14 95.39 低下していない 設置目的に即している 設置目的に即している 重要性は高い 必要性は高い 設置が義務付けられている

番号
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施設名
有効性
利用度

①

有効性
利用度

②

有効性
利用度

③

有効性
互換性

①

有効性
互換性

②

有効性
互換性

③

代替性
民間参入の可能性

①

代替性
民間参入の可能性

②

代替性
民間参入の可能性

③

効率性
コスト
①

効率性
コスト
②

効率性
コスト

③

施設名

前年度までの
過去3年間の
利用者数の

推移はどうか。

幼稚園や保育園、
入居施設など、

前年度の充足率は
どうか。

今後の人口減少
社会にあって、
利用者数の

見込みはどうか。

当該施設の
利用実態から、

利用圏域は
どうか。

利用圏域の
中で、同種、

類似の施設は
存在するか。

補助金などの
代替施策で
対応できる
ものか。

行政以外に
サービスを提供する

民間事業者等の
存在を確認し、

民間参入の
可能性はどうか。

施設運営に
民間事業者等の

ノウハウの活用が
期待できるか。

市が施策を推進する
にあたって、市が自ら
運営主体として関与
しなければならない

施設かどうか。

前年度までの
過去3年間の
利用者1人
当たりの

コストの推移は
どうか。

前年度の
利用者1人
当たりの

コストはどう
か。

前年度の
収入と支出の

状況から、
受益者負担の

割合の妥当性は
どうか。

1 上須野河内消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

2 高代消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

3 上市消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

4 機動隊機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

5 今市消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

6 西原消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

7 下清尾消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

8 宮河内消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

9 安田消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

10 兼清消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

11 呼坂消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

12 勝間中消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

13 遠見消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

14 清光台消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

15 此原消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

16 中須消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

17 阿田川消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

18 須金消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

19 中原消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

20 須々万消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

21 長穂消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

22 大道理消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

23 大潮消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

24 中津消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

25 大地庵消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

26 渋川消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

27 大泉消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

28 合の川消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

29 今井消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

30 金松消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

31 金峰消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

番号

 

 

 

 

 



18 

 

施設名
有効性
利用度

①

有効性
利用度

②

有効性
利用度

③

有効性
互換性

①

有効性
互換性

②

有効性
互換性

③

代替性
民間参入の可能性

①

代替性
民間参入の可能性

②

代替性
民間参入の可能性

③

効率性
コスト
①

効率性
コスト
②

効率性
コスト

③

施設名

前年度までの
過去3年間の
利用者数の

推移はどうか。

幼稚園や保育園、
入居施設など、

前年度の充足率は
どうか。

今後の人口減少
社会にあって、
利用者数の

見込みはどうか。

当該施設の
利用実態から、

利用圏域は
どうか。

利用圏域の
中で、同種、

類似の施設は
存在するか。

補助金などの
代替施策で
対応できる
ものか。

行政以外に
サービスを提供する

民間事業者等の
存在を確認し、

民間参入の
可能性はどうか。

施設運営に
民間事業者等の

ノウハウの活用が
期待できるか。

市が施策を推進する
にあたって、市が自ら
運営主体として関与
しなければならない

施設かどうか。

前年度までの
過去3年間の
利用者1人
当たりの

コストの推移は
どうか。

前年度の
利用者1人
当たりの

コストはどう
か。

前年度の
収入と支出の

状況から、
受益者負担の

割合の妥当性は
どうか。

32 本町消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

33 大向消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

34 東部消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

35 西部消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

36 北部消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

37 久米消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

38 櫛浜消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

39 大島消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

40 粭島消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

41 加見消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

42 中野消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

43 富岡消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

44 四熊消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

45 本浦消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

46 刈尾消防センター 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

47 馬島消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

48 川崎消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

49 三笹町消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

50 清水消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

51 古泉消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

52 宮の前消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

53 福川消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

54 御姫町消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

55 中畷消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

56 馬神消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

57 米光消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

58 和田消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

59 高瀬消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

60 夜市消防センター 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

61 戸田消防機庫 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

62 湯野消防センター 非該当 非該当 非該当 地域 存在しない 対応不可能 可能性はない 期待できない 関与する必要性が高い 非該当 非該当 非該当

番号

 

 

 

 

 



19 

 

○導き出される「今後の施設の方向性」（一次評価結果）

代替性
民間参入

①

代替性
民間参入

③

公共性
必需性

③

有効性
互換性

③

行政以外に
サービスを提供する

民間事業者等の
存在を確認し、

民間参入の
可能性はどうか。

市が施策を推進する
にあたって、市が自ら
運営主体として関与
しなければならない

施設かどうか。

法律等により
設置が義務づけ
られているか。

利用圏域の
中で、同種、

類似の施設は
存在するか。

（県施設、民間
施設も含む。）

市有
or

他官公庁
or

民間

利用圏域の
中で、同種、

類似の施設は
存在するか。

（県施設、民間
施設も含む。）

市有
or

他官公庁
or

民間

対象施設

補助金などの
代替施策で
対応できる
ものか。

1 上須野河内消防機庫 八代 36 9.94 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

2 高代消防機庫 八代 30 23.20 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

3 上市消防機庫 八代 27 23.20 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

4 機動隊機庫 勝間 14 36.00 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

5 今市消防機庫 高水 27 23.20 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

6 西原消防機庫 高水 32 15.00 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

7 下清尾消防機庫 高水 30 15.00 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

8 宮河内消防機庫 三丘 29 15.00 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

9 安田消防機庫 三丘 32 24.84 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

10 兼清消防機庫 三丘 14 26.00 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

11 呼坂消防機庫 勝間 33 9.94 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

12 勝間中消防機庫 勝間 21 28.35 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

13 遠見消防機庫 勝間 12 26.00 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

14 清光台消防機庫 大河内 20 23.20 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

15 此原消防機庫 大河内 17 26.00 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

16 中須消防機庫 中須 20 97.63 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

17 阿田川消防機庫 中須 34 25.00 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

18 須金消防機庫 須金 28 83.04 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

19 中原消防機庫 須金 9 56.00 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

20 須々万消防機庫 須々万 5 94.70 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

21 長穂消防機庫 長穂 23 69.00 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

22 大道理消防機庫 大道理 36 35.58 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

23 大潮消防機庫 鹿野 28 19.44 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

24 中津消防機庫 鹿野 40 19.44 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

25 大地庵消防機庫 鹿野 39 19.44 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

26 渋川消防機庫 鹿野 23 26.79 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

27 大泉消防機庫 鹿野 28 27.69 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

28 合の川消防機庫 鹿野 40 19.44 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

29 今井消防機庫 鹿野 40 19.44 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

30 金松消防機庫 鹿野 18 27.69 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

31 金峰消防機庫 鹿野 47 22.58 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

(1)-1
・民間によるサービス提供の事例がある

(1)-2
・市内に同様のサービスを提供する国県の施設がある
・周辺自治体で、周南市からアクセスの良い場所に同様のサービスを提供す
る公共施設がある

有効性
互換性

②

有効性
互換性

②

評価結果評価結果

延
床
面
積

（
㎡

）

経
過
年
数

所
在
地
区

施設名
項
番

（１）サービス主体の適正化
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代替性
民間参入

①

代替性
民間参入

③

公共性
必需性

③

有効性
互換性

③

行政以外に
サービスを提供する

民間事業者等の
存在を確認し、

民間参入の
可能性はどうか。

市が施策を推進する
にあたって、市が自ら
運営主体として関与
しなければならない

施設かどうか。

法律等により
設置が義務づけ
られているか。

利用圏域の
中で、同種、

類似の施設は
存在するか。

（県施設、民間
施設も含む。）

市有
or

他官公庁
or

民間

利用圏域の
中で、同種、

類似の施設は
存在するか。

（県施設、民間
施設も含む。）

市有
or

他官公庁
or

民間

対象施設

補助金などの
代替施策で
対応できる
ものか。

32 本町消防機庫 鹿野 2 144.80 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

33 大向消防機庫 大向 37 34.92 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

34 東部消防機庫 徳山 24 68.90 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

35 西部消防機庫 今宿 41 51.70 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

36 北部消防機庫 岐山 26 53.92 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

37 久米消防機庫 久米 0 146.94 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

38 櫛浜消防機庫 櫛浜 30 68.67 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

39 大島消防機庫 鼓南 29 75.28 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

40 粭島消防機庫 鼓南 29 72.07 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

41 加見消防機庫 菊川 38 71.70 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

42 中野消防機庫 菊川 20 83.70 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

43 富岡消防機庫 菊川 35 65.00 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

44 四熊消防機庫 菊川 38 19.20 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

45 本浦消防機庫 大津島 40 34.92 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

46 刈尾消防センター 大津島 15 47.08 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

47 馬島消防機庫 大津島 44 46.51 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

48 川崎消防機庫 富田東 32 40.68 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

49 三笹町消防機庫 富田東 39 52.99 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

50 清水消防機庫 富田東 25 60.92 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

51 古泉消防機庫 富田東 28 39.60 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

52 宮の前消防機庫 富田西 35 40.68 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

53 福川消防機庫 福川 26 40.40 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

54 御姫町消防機庫 福川 23 90.50 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

55 中畷消防機庫 福川南 33 40.68 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

56 馬神消防機庫 和田 24 44.22 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

57 米光消防機庫 和田 31 51.75 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

58 和田消防機庫 和田 30 84.00 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

59 高瀬消防機庫 和田 31 32.23 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

60 夜市消防センター 夜市 20 90.25 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

61 戸田消防機庫 戸田 3 141.86 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

62 湯野消防センター 湯野 14 95.39 可能性はない 関与する必要性が高い
設置が義務付けられて

いる
存在しない 存在しない 対応不可能

(1)-1
・民間によるサービス提供の事例がある

(1)-2
・市内に同様のサービスを提供する国県の施設がある
・周辺自治体で、周南市からアクセスの良い場所に同様のサービスを提供す
る公共施設がある

有効性
互換性

②

有効性
互換性

②

評価結果評価結果

延
床
面
積

（
㎡

）

経
過
年
数

所
在
地
区

施設名
項
番

（１）サービス主体の適正化
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公共性
公益性

①

公共性
公益性

②

公共性
公益性

③

有効性
互換性

①

有効性
利用度

①

有効性
利用度

③

今日的な視点から、
設置目的の意義が
低下していないか。

利用実態が
設置目的に即した

ものとなって
いるか。

サービス内容が
設置目的に
即したものに

なっているか。

当該施設の
利用実態から、

利用圏域は
どうか。

前年度までの
過去3年間の
利用者数の

推移はどうか。

今後の人口減少
社会にあって、

利用者数の
見込みはどうか。

利用圏域の
中で、同種、

類似の施設は
存在するか。

（県施設、
民間施設も

含む。）

市有
or

他自治体
or

民間

対象施設

1 上須野河内消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
36 地域 非該当 非該当 存在しない

2 高代消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
30 地域 非該当 非該当 存在しない

3 上市消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
27 地域 非該当 非該当 存在しない

4 機動隊機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
14 地域 非該当 非該当 存在しない

5 今市消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
27 地域 非該当 非該当 存在しない

6 西原消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
32 地域 非該当 非該当 存在しない

7 下清尾消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
30 地域 非該当 非該当 存在しない

8 宮河内消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
29 地域 非該当 非該当 存在しない

9 安田消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
32 地域 非該当 非該当 存在しない

10 兼清消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
14 地域 非該当 非該当 存在しない

11 呼坂消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
33 地域 非該当 非該当 存在しない

12 勝間中消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
21 地域 非該当 非該当 存在しない

13 遠見消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
12 地域 非該当 非該当 存在しない

14 清光台消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
20 地域 非該当 非該当 存在しない

15 此原消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
17 地域 非該当 非該当 存在しない

16 中須消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
20 地域 非該当 非該当 存在しない

17 阿田川消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
34 地域 非該当 非該当 存在しない

18 須金消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
28 地域 非該当 非該当 存在しない

19 中原消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
9 地域 非該当 非該当 存在しない

20 須々万消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
5 地域 非該当 非該当 存在しない

21 長穂消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
23 地域 非該当 非該当 存在しない

22 大道理消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
36 地域 非該当 非該当 存在しない

23 大潮消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
28 地域 非該当 非該当 存在しない

24 中津消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
40 地域 非該当 非該当 存在しない

25 大地庵消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
39 地域 非該当 非該当 存在しない

26 渋川消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
23 地域 非該当 非該当 存在しない

27 大泉消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
28 地域 非該当 非該当 存在しない

28 合の川消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
40 地域 非該当 非該当 存在しない

29 今井消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
40 地域 非該当 非該当 存在しない

30 金松消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
18 地域 非該当 非該当 存在しない

31 金峰消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
47 地域 非該当 非該当 存在しない

建築
経過
年数

(2)-1
施設本来の目的が達成されている、施設整備当時と状況が変化している

(2)-2
・施設の利用が少ない、利用者・対象者の減少が見込まれる
・同種施設が複数配置されている

有効性
互換性

②

評価結果評価結果

施設名
項
番

（２）サービス水準の適正化
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公共性
公益性

①

公共性
公益性

②

公共性
公益性

③

有効性
互換性

①

有効性
利用度

①

有効性
利用度

③

今日的な視点から、
設置目的の意義が
低下していないか。

利用実態が
設置目的に即した

ものとなって
いるか。

サービス内容が
設置目的に
即したものに

なっているか。

当該施設の
利用実態から、

利用圏域は
どうか。

前年度までの
過去3年間の
利用者数の

推移はどうか。

今後の人口減少
社会にあって、

利用者数の
見込みはどうか。

利用圏域の
中で、同種、

類似の施設は
存在するか。

（県施設、
民間施設も

含む。）

市有
or

他自治体
or

民間

対象施設

32 本町消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
2 地域 非該当 非該当 存在しない

33 大向消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
37 地域 非該当 非該当 存在しない

34 東部消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
24 地域 非該当 非該当 存在しない

35 西部消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
41 地域 非該当 非該当 存在しない

36 北部消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
26 地域 非該当 非該当 存在しない

37 久米消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
0 地域 非該当 非該当 存在しない

38 櫛浜消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
30 地域 非該当 非該当 存在しない

39 大島消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
29 地域 非該当 非該当 存在しない

40 粭島消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
29 地域 非該当 非該当 存在しない

41 加見消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
38 地域 非該当 非該当 存在しない

42 中野消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
20 地域 非該当 非該当 存在しない

43 富岡消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
35 地域 非該当 非該当 存在しない

44 四熊消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
38 地域 非該当 非該当 存在しない

45 本浦消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
40 地域 非該当 非該当 存在しない

46 刈尾消防センター 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
15 地域 非該当 非該当 存在しない

47 馬島消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
44 地域 非該当 非該当 存在しない

48 川崎消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
32 地域 非該当 非該当 存在しない

49 三笹町消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
39 地域 非該当 非該当 存在しない

50 清水消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
25 地域 非該当 非該当 存在しない

51 古泉消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
28 地域 非該当 非該当 存在しない

52 宮の前消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
35 地域 非該当 非該当 存在しない

53 福川消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
26 地域 非該当 非該当 存在しない

54 御姫町消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
23 地域 非該当 非該当 存在しない

55 中畷消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
33 地域 非該当 非該当 存在しない

56 馬神消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
24 地域 非該当 非該当 存在しない

57 米光消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
31 地域 非該当 非該当 存在しない

58 和田消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
30 地域 非該当 非該当 存在しない

59 高瀬消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
31 地域 非該当 非該当 存在しない

60 夜市消防センター 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
20 地域 非該当 非該当 存在しない

61 戸田消防機庫 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
3 地域 非該当 非該当 存在しない

62 湯野消防センター 低下していない
設置目的に即してい

る
設置目的に即して

いる
14 地域 非該当 非該当 存在しない

建築
経過
年数

(2)-1
施設本来の目的が達成されている、施設整備当時と状況が変化している

(2)-2
・施設の利用が少ない、利用者・対象者の減少が見込まれる
・同種施設が複数配置されている

有効性
互換性

②

評価結果評価結果

施設名
項
番

（２）サービス水準の適正化
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有効性
利用度

①

有効性
利用度

③

前年度までの
過去3年間の
利用者数の

推移はどうか。

今後の人口減少
社会にあって、

利用者数の
見込みはどうか。

1 上須野河内消防機庫 36 36 非該当 非該当 10 36

2 高代消防機庫 30 30 非該当 非該当 23 30

3 上市消防機庫 27 27 非該当 非該当 23 27

4 機動隊機庫 14 14 非該当 非該当 36 14

5 今市消防機庫 27 27 非該当 非該当 23 27

6 西原消防機庫 32 32 非該当 非該当 15 32

7 下清尾消防機庫 30 30 非該当 非該当 15 30

8 宮河内消防機庫 29 29 非該当 非該当 15 29

9 安田消防機庫 32 32 非該当 非該当 25 32

10 兼清消防機庫 14 14 非該当 非該当 26 14

11 呼坂消防機庫 33 33 非該当 非該当 10 33

12 勝間中消防機庫 21 21 非該当 非該当 28 21

13 遠見消防機庫 12 12 非該当 非該当 26 12

14 清光台消防機庫 20 20 非該当 非該当 23 20

15 此原消防機庫 17 17 非該当 非該当 26 17

16 中須消防機庫 20 20 非該当 非該当 98 20

17 阿田川消防機庫 34 34 非該当 非該当 25 34

18 須金消防機庫 28 28 非該当 非該当 83 28

19 中原消防機庫 9 9 非該当 非該当 56 9

20 須々万消防機庫 5 5 非該当 非該当 95 5

21 長穂消防機庫 23 23 非該当 非該当 69 23

22 大道理消防機庫 36 36 非該当 非該当 36 36

23 大潮消防機庫 28 28 非該当 非該当 19 28

24 中津消防機庫 40 40 非該当 非該当 19 40

25 大地庵消防機庫 39 39 非該当 非該当 19 39

26 渋川消防機庫 23 23 非該当 非該当 27 23

27 大泉消防機庫 28 28 非該当 非該当 28 28

28 合の川消防機庫 40 40 非該当 非該当 19 40

29 今井消防機庫 40 40 非該当 非該当 19 40

30 金松消防機庫 18 18 非該当 非該当 28 18

31 金峰消防機庫 47 47 非該当 非該当 23 47

建築
経過
年数

延床
面積

(m
2
)

建築
経過
年数

評価結果
貸館の

稼働率等を
入力

同地域内で、
施設分類が

異なるが同様の
サービスを

提供している
施設が複数ある。

※あれば○

サービス集約の
メリット

(メリットあり
or

空欄）

(３)-3
・施設が比較的新しくスペースに余裕がある

評価結果 評価結果
建築
経過
年数

(３)-2
・施設分類が異なるほかの施設で、同様のサービスを提供してい
る
・同様の建物やスペースを利用して目的や内容が異なるサービス
を提供している

(３)-1
・複数のサービスを集約することで施設の魅力
向上が期待される（利用者が共通、提供サービ
スに関連性がある、世代間の交流が生まれる、
他地域との交流が生まれる　など）

施設名
項
番

（３）サービス配置の適正化
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有効性
利用度

①

有効性
利用度

③

前年度までの
過去3年間の
利用者数の

推移はどうか。

今後の人口減少
社会にあって、

利用者数の
見込みはどうか。

32 本町消防機庫 2 2 非該当 非該当 145 2

33 大向消防機庫 37 37 非該当 非該当 35 37

34 東部消防機庫 24 24 非該当 非該当 69 24

35 西部消防機庫 41 41 非該当 非該当 52 41

36 北部消防機庫 26 26 非該当 非該当 54 26

37 久米消防機庫 0 0 非該当 非該当 147 0

38 櫛浜消防機庫 30 30 非該当 非該当 69 30

39 大島消防機庫 29 29 非該当 非該当 75 29

40 粭島消防機庫 29 29 非該当 非該当 72 29

41 加見消防機庫 38 38 非該当 非該当 72 38

42 中野消防機庫 20 20 非該当 非該当 84 20

43 富岡消防機庫 35 35 非該当 非該当 65 35

44 四熊消防機庫 38 38 非該当 非該当 19 38

45 本浦消防機庫 40 40 非該当 非該当 35 40

46 刈尾消防センター 15 15 非該当 非該当 47 15

47 馬島消防機庫 44 44 非該当 非該当 47 44

48 川崎消防機庫 32 32 非該当 非該当 41 32

49 三笹町消防機庫 39 39 非該当 非該当 53 39

50 清水消防機庫 25 25 非該当 非該当 61 25

51 古泉消防機庫 28 28 非該当 非該当 40 28

52 宮の前消防機庫 35 35 非該当 非該当 41 35

53 福川消防機庫 26 26 非該当 非該当 40 26

54 御姫町消防機庫 23 23 非該当 非該当 91 23

55 中畷消防機庫 33 33 非該当 非該当 41 33

56 馬神消防機庫 24 24 非該当 非該当 44 24

57 米光消防機庫 31 31 非該当 非該当 52 31

58 和田消防機庫 30 30 非該当 非該当 84 30

59 高瀬消防機庫 31 31 非該当 非該当 32 31

60 夜市消防センター 20 20 非該当 非該当 90 20

61 戸田消防機庫 3 3 非該当 非該当 142 3

62 湯野消防センター 14 14 非該当 非該当 95 14

建築
経過
年数

延床
面積

(m
2
)

建築
経過
年数

評価結果
貸館の

稼働率等を
入力

同地域内で、
施設分類が

異なるが同様の
サービスを

提供している
施設が複数ある。

※あれば○

サービス集約の
メリット

(メリットあり
or

空欄）

(３)-3
・施設が比較的新しくスペースに余裕がある

評価結果 評価結果
建築
経過
年数

(３)-2
・施設分類が異なるほかの施設で、同様のサービスを提供してい
る
・同様の建物やスペースを利用して目的や内容が異なるサービス
を提供している

(３)-1
・複数のサービスを集約することで施設の魅力
向上が期待される（利用者が共通、提供サービ
スに関連性がある、世代間の交流が生まれる、
他地域との交流が生まれる　など）

施設名
項
番

（３）サービス配置の適正化

 



25 

 

代替性
民間参入

②

効率性
コスト

①

効率性
コスト

②

効率性
コスト

③

施設運営に
民間事業者等の

ノウハウの活用が
期待できるか。

前年度までの
過去3年間の
利用者1人
当たりの

コストの推移は
どうか。

前年度の
利用者1人
当たりの

コストはどうか。

前年度の収入と
支出の状況から、

受益者負担の
割合の妥当性は

どうか。
※公の施設のみ回答

1 上須野河内消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

2 高代消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

3 上市消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

4 機動隊機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

5 今市消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

6 西原消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

7 下清尾消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

8 宮河内消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

9 安田消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

10 兼清消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

11 呼坂消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

12 勝間中消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

13 遠見消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

14 清光台消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

15 此原消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

16 中須消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

17 阿田川消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

18 須金消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

19 中原消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

20 須々万消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

21 長穂消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

22 大道理消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

23 大潮消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

24 中津消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

25 大地庵消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

26 渋川消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

27 大泉消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

28 合の川消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

29 今井消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

30 金松消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

31 金峰消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

評価結果評価結果

Ｉ
：
転
用

一次評価結果

(４)-1
・公共施設に係るコストが増加傾向にある等、コスト効率が悪いと判断される
・市が直接運営する必要は無く、民間参入が可能であり、その効果が期待できるか

受
益
者
負
担
の
見
直
し

Ｈ
：
廃
止

民
活
の
拡
大

Ａ
：
統
廃
合

Ｇ
：
共
同
利
用

Ｂ
：
複
合
化

（
集
約
化

）

C
：
複
合
化

（
共
用
化

）

Ｄ
：
多
目
的
化

Ｅ
：
継
続
利
用

（
現
状
維
持

）

Ｆ
：
継
続
利
用

（
規
模
縮
小

）

Ｋ
：
地
域
移
譲

Ｊ
：
民
間
譲
渡

施設名
項
番

（４）事業手法の適正化 検討結果一覧表
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代替性
民間参入

②

効率性
コスト

①

効率性
コスト

②

効率性
コスト

③

施設運営に
民間事業者等の

ノウハウの活用が
期待できるか。

前年度までの
過去3年間の
利用者1人
当たりの

コストの推移は
どうか。

前年度の
利用者1人
当たりの

コストはどうか。

前年度の収入と
支出の状況から、

受益者負担の
割合の妥当性は

どうか。
※公の施設のみ回答

32 本町消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

33 大向消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

34 東部消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

35 西部消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

36 北部消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

37 久米消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

38 櫛浜消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

39 大島消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

40 粭島消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

41 加見消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

42 中野消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

43 富岡消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

44 四熊消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

45 本浦消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

46 刈尾消防センター 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

47 馬島消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

48 川崎消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

49 三笹町消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

50 清水消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

51 古泉消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

52 宮の前消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

53 福川消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

54 御姫町消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

55 中畷消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

56 馬神消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

57 米光消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

58 和田消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

59 高瀬消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

60 夜市消防センター 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

61 戸田消防機庫 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

62 湯野消防センター 期待できない 非該当 非該当 非該当 ○ 「継続利用（現状維持）」

評価結果評価結果

Ｉ
：
転
用

一次評価結果

(４)-1
・公共施設に係るコストが増加傾向にある等、コスト効率が悪いと判断される
・市が直接運営する必要は無く、民間参入が可能であり、その効果が期待できるか

受
益
者
負
担
の
見
直
し

Ｈ
：
廃
止

民
活
の
拡
大

Ａ
：
統
廃
合

Ｇ
：
共
同
利
用

Ｂ
：
複
合
化

（
集
約
化

）

C
：
複
合
化

（
共
用
化

）

Ｄ
：
多
目
的
化

Ｅ
：
継
続
利
用

（
現
状
維
持

）

Ｆ
：
継
続
利
用

（
規
模
縮
小

）

Ｋ
：
地
域
移
譲

Ｊ
：
民
間
譲
渡

施設名
項
番

（４）事業手法の適正化 検討結果一覧表

 


