
【図表１－１】築年別の延床面積 

 

 

出典：杉並区区立施設再編整備計画（第２期）  

【図表１－２】有形固定資産減価償却率の推移 

 

出典：杉並区区立施設再編整備計画（第２期）及び固定資産台帳データ等を基に作成 
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（㎡）

（年度）

学校施設 子育て支援施設 公営住宅 行政系施設 保健・福祉施設 文化系施設 スポーツ施設 社会教育系施設 公園 その他

新耐震基準（昭和 56年 6月以降） 

461,447㎡（53.7%） 

築 30 年以上 

約 14.8 万㎡（17.3%） 

築 20 年以上 

約 16.1 万㎡（18.7%） 

築 10 年以上 

約 6.6 万㎡（7.6%） 

築 10 年未満 

約 9.3 万㎡（10.8%） 

築 40 年以上 

約 14.1 万㎡（16.4%） 

築 50 年以上 

約 25.0 万㎡（29.1%） 

旧耐震基準（昭和 56年 5月以前） 

397,691㎡（46.3%） 



【図表１－３】築年別の延床面積（平成 28(2016)年度時点） 

  

出典：平成 28(2016)年度固定資産台帳のデータを基に作成 

  

【図表１－４】女性の就業率 

 

※数値は年平均 

出典：総務局統制局「労働力調査（基本集計）2022年（令和４年）平均結果の要約」 

         東京都総務局公表データ「東京の労働力（労働力調査結果）」 

 

【図表１－５】杉並区における特別養護老人ホーム入所希望者数の推移 

 

出典：杉並区保健福祉事業概要（平成 29(2017)年版、令和２(2020)年版、令和５(2023)年版） 

  

新耐震基準（昭和 56年 6月以降） 

403,955㎡（48.0%） 

築 30 年以上 

約 15.6 万㎡（18.6%） 

築 20 年以上 

約 16.1 万㎡（19.1%） 

築 10 年以上 

約 7.0 万㎡（8.3%） 

築 10 年未満 

約 8.2 万㎡（9.8%） 
築 40 年以上 

約 37.1 万㎡（44.1%） 

旧耐震基準（昭和 56年 5月以前） 

437,358㎡（52.0%） 



【図表１－６】待機児童数の推移 

 

 

出典：杉並区区立施設再編整備計画（第２期）、杉並区子ども家庭計画(令和５(2023)年発行） 

 

【図表１－７】延床面積の推移 

 

 

出典：杉並区財産に関する調書を基に作成 



【図表１－８】人口同規模自治体の比較 

 

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30(2018)年推計）」 

 

【図表１－９】人口構造の変化と高齢人口の増加率 

 

 

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30(2018)年推計）」 

       高齢人口の増加率は上記のデータを基に作成 

 



【図表１－10】区で実施している人口推計 

（人口の推移） 

 

（人口構成割合の推移） 

 

出典：杉並区総合計画 

  

（人） 

（％） 



【図表１－11】区の高齢人口１人当たりの生産年齢人口 

 

出典：昭和 45(1970)年、平成 27(2015)年及び令和４(2022)年の数値は杉並区統計書、令和 42(2060)年は杉

並区総合計画。昭和 45(1970)年は外国人を含まない。高齢人口一人当たりの生産年齢人口は上記を

基に算出。 

 

【図表１－12】区の歳入決算額の推移（普通会計） 

 

出典：杉並区区立施設再編整備計画（第２期） 

【図表１－13】区の歳出決算額の推移（普通会計） 

 

出典：杉並区区立施設再編整備計画（第２期） 



【図表１－14】基金残高の推移 

 

出典：杉並区総合計画 

 

【図表１－15】改築・改修経費の試算及び改築・改修経費の推移 

（今後 40年間の改築・改修等経費試算） 

 

（改築・改修経費の推移） 

 

出典：杉並区区立施設再編整備計画（第２期） 

年平均：約 121.0億円 

40 年間で約 4,840.0 億円 



【図表１－16】改築・改修経費に占める区債・基金の割合 

 

※１ 新築・増築・改築・大規模改修の工事費のみ計上。委託費(工事管理、設計委託等)、解体工

事、追加工事、安全対策工事、環境整備工事については含まない。 

※２ 区債発行額は、施設の新築・改築・大規模改修等に係る起債額（土地の購入費に係る区債は

含んでいない）。 

※３ 各年度の施設整備基金及び区営住宅整備基金の合算値。 

※４ 一般財源については、特定財源（補助金等）を控除していない額。 

出典：杉並区各会計歳入歳出決算書等を基に作成 

 

【図表１－17】各アンケートの結果（区立施設再編整備計画の目的について） 

（設問内容）区立施設再編整備計画は、限りある財源の中で工夫しながら、区立施設の老朽化と行

政ニーズに対応することを目的としています。こうして計画の目手についてどのよう

に思いますか。（１つ選択） 

 



 

  



【図表２－１】区立小中学校における在籍児童・生徒数及び学級数（各年度４月時点） 

 

出典：「児童・生徒数、学級数調査」を基に作成 

 

【図表２－２】各小・中学校の普通教室の数と余裕教室の推移（各年度５月時点） 

 

出典：公立学校施設台帳を基に作成 

 

【図表２－３】学校施設の改築における延床面積の比較（一部） 

 

出典：公立学校施設台帳を基に作成 

（小学校）

H26年度
(2014年度)

H27年度
(2015年度)

H28年度
(2016年度)

H29年度
(2017年度)

H30年度
(2018年度)

R元年度
(2019年度)

R2年度
(2020年度)

R3年度
(2021年度)

R4年度
(2022年度)

普通教室として使用 650 673 681 695 697 707 713 720 737
普通教室以外に使用 208 186 186 184 184 179 173 169 142

合計 858 859 867 879 881 886 886 889 879

（中学校）

H26年度
(2014年度)

H27年度
(2015年度)

H28年度
(2016年度)

H29年度
(2017年度)

H30年度
(2018年度)

R元年度
(2019年度)

R2年度
(2020年度)

R3年度
(2021年度)

R4年度
(2022年度)

普通教室として使用 198 199 200 198 196 198 200 206 205
普通教室以外に使用 127 133 132 134 137 135 133 127 127

合計 325 332 332 332 333 333 333 333 332



【図表２－４】各アンケートの結果（７つの基本方針について） 

 （設問内容）各問の項目について、あなたの考えに近いものをお選びください。（１つ選択） 

 

 

  



【図表３－１】区立施設の利用頻度が低いまたは利用しない区民の老朽化の課題の認知度 

 （設問内容）今後多くの区立施設が次々と更新時期（改築や大規模改修）を迎え、施設の更新に

は多額の費用がかかることが想定されています。こうした公共施設の老朽化問題に

ついてあなたはご存知ですか。同封した資料を読む前のあなたの認識について教え

てください。（１つ選択） 

 

 

 

【図表３－２】区立施設の利用頻度が低いまたは利用しない区民の区立施設再編整備計画の認知度 

 （設問内容）区は公共施設の老朽化に対応するため、「杉並区区立施設再編整備計画」を策定しま

した。この計画の内容についてご存知ですか。同封した資料を読む前のあなたの認

識について教えてください。（１つ選択） 

 

 

  

回答 回答者全体 利用頻度が低い方

①よく知っていた 21人 4人

②なんとなく知っていた 157人 50人

③あまり知らなかった 154人 58人

④全く知らなかった 150人 89人

無回答 2人 0人

合計 484人 201人



【図表３－３】各アンケートの結果（区民意見聴取の取組について） 

 （設問内容）パブリックコメントや説明会等を通じて区は区立施設再編整備計画に関する区民の

意見について伺ってきました。これまで区が行ってきた区民の意見を伺う取組につ

いてどのように思いますか。（１つ選択） 

 

 


