


  



はじめに 
 

本市の水道事業は、1927 年（昭和 2 年）に水道事業が認可され、1929 年（昭和

4 年）に給水を開始して以来、人口の増加や都市の発展に伴う水需要の増加に対応

するために、9 次にわたる拡張事業を行い、安全・安心な水道水を市民の皆様にご

利用いただいてまいりました。 

近年、節水機器の普及や節水意識の向上、また将来における人口減少に伴う水

需要の減少により料金収入の減少が予測される一方、高度経済成長期に整備され

た水道施設の老朽化による更新需要の増大、大規模な自然災害への対応など、水

道事業を取り巻く環境は年々厳しさを増しています。 

 こうした状況を踏まえ、将来にわたって持続可能な水道事業を実現するために、

本市水道事業の将来像や基本目標を示す「茨木市水道事業ビジョン」（2018 年（平

成 30 年）4 月改定）とビジョンの具体的な実行計画である「茨木市水道事業経営

戦略」（2019 年（平成 31 年）3 月策定）に基づき、計画的な耐震管の整備や水道

施設の統廃合、効率的な事業経営、危機管理体制の強化など、将来像の実現に取

り組んでまいりました。 

2022 年度（令和 4 年度）に水道事業ビジョンの計画期間の中間年度を迎えたこ

とから、今後対処すべき課題や具体的施策及び実施目標の見直しを行った上で、

２つの計画を統合し、新たに「茨木市水道事業ビジョン・経営戦略」として改定

しました。 

本計画においては、「安全と信頼を未来につなぐ水道の実現」を基本理念に掲げ、

管路の計画的な更新・耐震化や浸水対策、バックアップ体制の構築といった危機

管理への取組など、今後 10 年間に取り組む施策にあわせて、持続可能な水道事業

としての投資・財政計画を定めています。 

 今後とも、本ビジョン・経営戦略の将来像の実現と基本目標の達成に向けて、

精一杯取り組んでまいりますので、皆様のより一層のご理解とご協力を賜ります

ようお願い申し上げます。 

 最後に、本ビジョン・経営戦略の改定にあたり、茨木市水道・下水道事業審議

会において貴重なご意見、ご提言いただいた各委員をはじめ、ご協力いただきま

した皆様方に、心より感謝を申し上げます。 

 

2023 年（令和 5 年）3 月 

 

 茨木市水道事業管理者   福岡 俊孝 

答申後に挿入します。
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第 1 章  

水道事業ビジョン・経営戦略改定の趣旨と位置付け 

水道は、市民生活や経済活動にとって欠くことのできないライフラインであり、安全・安

心な水道水を将来にわたって安定して供給し続けることが水道事業者の第一の使命です。 

近年の人口減少社会への移行、節水機器の普及、大口需要者の地下水利用などによる給水

収益 1の減少により、今後の財政収支への影響が懸念される中、必要な施設整備を進めていか

なければならないという、新たな課題が生じています。 

このような課題に対応するため、2018 年（平成 30 年）4 月に、『茨木市水道事業ビジョン』

（計画期間 2018 年～2027 年度（平成 30 年～令和 9 年度））を、また翌年 2019 年（平成 31

年）3 月には、『茨木市水道事業ビジョン』を実現するための具体的な実行計画である『茨木

市水道事業経営戦略』を策定しました。 

計画期間中の 2018 年（平成 30 年）6 月、大阪北部地震が発生し、市内で震度 6 弱の揺れを

観測しました。本市においては、配水管の被害は無かったものの、10,000 棟を超える住宅が

被害を受けました。また、同年 9 月には、台風 21 号が上陸し、強風で電柱が折れるなどによ

り、広範囲で停電が発生しました。このような災害が相次いで起きたことにより、改めて水

道の重要性が再認識されました。今後発生が予想される南海トラフ地震などの大規模災害に

対し、各水道施設の耐震化を進めるなど、更なる災害対策の必要性が高まっています。 

一方、国においては、2018 年（平成 30 年）12 月 12 日に改正水道法 2が公布されました。

改正水道法では、水道事業者等に対し、水道の直面する課題に対応し、基盤強化を図るため、

水道事業の広域化、施設の統廃合、施設の延命化、水道事業の健全な経営の確保などに取り

組むことを求めています。 

『茨木市水道事業ビジョン』の計画期間の中間年度を迎えたことから、これまでの取り組

みを振り返り、課題や目標の見直しを行った上で、今後の水道事業をとりまく状況の変化に

対応するため、『茨木市水道事業ビジョン』及び『茨木市水道事業経営戦略』の 2 つの計画を

統合し、新たに、『茨木市水道事業ビジョン・経営戦略』として、改定します。  
1【給水収益】お客さまからいただいている水道料金の収入。 

2【水道法】水道にかかる基本事項について、国が定めた法律。人口減少に伴う水需要の減少、水道施設の老朽化等に対応 

し、基盤の強化を図るために、2018 年（平成 30 年）12 月に改正された。  
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                        ■図表 1-2 本ビジョン・経営戦略の位置付け 

3 

3【大阪広域水道企業団】大阪府が運営していた水道用水供給事業（水の卸売業）を府に代わり府内 42 市町村で共同経

営するため、2010 年（平成 22 年）11 月に設立され、2011 年（平成 23 年）4 月から府内の市町村に用水供給を行っ

ている組織。（一部事務組合）  

■図表 1-1 各計画期間の一覧 
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 第２章 水道事業の概要 

第２章 水道事業の概要  
１ 茨木市の概要 

本市は大阪府北部に位置し、京都府亀岡市、大

阪府高槻市、摂津市、吹田市、箕面市、豊能町に

接しています。 

南北 17.05km、東西 10.07km、面積 76.49km2の

南北に長く東西に短い形で、北から南に向かって

安威川、佐保川、茨木川、勝尾寺川が流れていま

す。北部の山地にある青少年野外活動センターか

ら南部の平野部にある島 3 号公園の標高差は、約

500m あります。 

北部の北摂山系では、竜王山をはじめとした山

林の中に棚田と農村集落が見られ、丘陵地では彩

都等良好な住宅地が形成されているほか、彩都東

部地区では、現在、土地利用が進められています。 

また、本市南部の住宅地のほとんどが土地区画整理事業によって形成されています。南目

垣・東野々宮地区においても、土地区画整理事業が進められており、市南部の拠点として賑

わいと活力あるまちに生まれ変わろうとしています。 

市内の交通では、新名神高速道路の開通や JR 総持寺駅の開業など、ヒトやモノの流れが変

わるハード整備が進んだほか、立命館大学大阪いばらきキャンパスや追手門学院大学茨木総

持寺キャンパスの開設など、学生を中心とした新しい流れが生まれています。 

         

■図表 2-1 茨木市の位置 

清溪地区の棚田 JR 茨木駅（スカイパレット） 

能勢町 

豊能町 

高槻市 

箕面市 

摂津市 

茨木市 

茨木市 

大阪府 

吹田市 

豊中市 

大阪市 
大

青少年野外活動センター 

JR 茨木駅 

島３号公園 
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２ 水道事業のあゆみ 
本市水道事業は、1929 年（昭和 4 年）4月に給水を開始し、その後、9次にわたる拡張事業

を行い、人口の増加や都市の発展に伴う水需要の増加に対応してきました。 

現在は、第 9 次拡張事業（第 2 回変更）（計画給水人口 286,000 人、計画一日最大給水量

111,000m3/日）及び茨木市水道事業ビジョンに基づく事業として、施設の統廃合や複数水源化

等を推進しています。 

 

 

 

名　　称
認可

年月日
目　標
年　度

計   画
人　口
  (人）

計  画
給水量
(㎥/日)

主な事業内容

創　　　設 S2.12.12 S3 10,000 1,670

第１次拡張事業 S27.3.7 S28 22,000 4,180
・戸伏水源地建設（元戸伏浄水場）
・殿町配水塔（トンガリ屋根の給水塔）の建設

第２次拡張事業 S32.4.17 S34 38,000 9,500
・大阪府営水道より受水開始
・簡易水道1か所（道祖本）の建設及び給水開始

第２次拡張事業
（変更）

S35.3.4 S35 58,000 14,500 （人口・給水量の増加による変更）

第３次拡張事業 S36.12.28 S40 110,000 44,000
・十日市水源地（現十日市浄水場）など4施設を建設
・簡易水道1か所（泉原）の建設及び給水開始

第３次拡張事業
（変更）

S38.12.27 S42 130,000 52,000 （人口・給水量の増加、十日市水源地の浄水方法の変更等）

第４次拡張事業 S44.2.15 S47 210,000 84,000
・南春日丘送水ポンプ場など8施設を建設
・簡易水道5か所（免山、生保、車作、大岩、岩阪）の建設及び給水開始
・簡易水道1か所（道祖本）を上水道に統合

第４次拡張事業
（変更）

S47.2.25 S50 210,000 84,000 （十日市6号井の位置変更）

第５次拡張事業 S48.1.16 S50 210,000 111,300 ・穂積高区配水池（現西穂積配水場）など5施設を建設 

第６次拡張事業 S53.5.15 S56 236,000 125,800
・花園受水池（現花園配水場）など3施設を建設
・簡易水道1か所（大岩）を上水道に統合

第７次拡張事業 S59.5.22 S65 261,000 127,000
・美穂ヶ丘配水場など2施設を建設
・簡易水道2か所及び特設水道1か所、合計3か所の建設及び給水開始（忍頂
寺、馬場、清阪）

第８次拡張事業 H7.3.31 H15 268,000 140,000

・豊川配水池など5施設の建設
・簡易水道4か所の建設及び給水開始
（上音羽、下音羽、銭原（長谷地区）、安元・板谷）
・簡易水道3か所（岩阪、免山、馬場）を上水道に統合

第９次拡張事業 H14.3.28 H22 276,000 132,000

・彩都受水場、あさぎ配水場など9施設の建設
・簡易水道8か所（生保、泉原、銭原、上音羽、忍頂寺、下音羽、安元・板
谷、車作）を上水道に統合
・十日市浅井戸紫外線処理施設の建設

第９次拡張事業
（第1回変更）

H20.10.29 H27 276,000 111,000 （十日市浅井戸の浄水処理方法の変更）

第９次拡張事業
（第2回変更）

H24.4.6 R2 286,000 111,000 （人口の増加による変更）

■図表 2-2 茨木市水道事業の沿革 
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■図表 2-3 拡張事業（計画給水区域）変遷 

豊能町 

箕面市 

高槻市 

摂津市 

十日市浄水場 

阪急茨木市駅 

市役所 

JR 茨木駅 

吹田市 

亀岡市 
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第３章 

「茨木市水道事業ビジョン」及び「茨木市水道事業経営戦略」の中間評価 

本市では、水道事業ビジョン（2018 年度（平成 30 年度）策定）及び水道事業経営戦略（2019

年度（平成 31年度）策定）で定めた施策に対し、目標の達成状況を把握することで進捗管理

を行っています。今回の水道事業ビジョン及び水道事業経営戦略の改定において、2018 年度

（平成 30 年）から 2021 年度（令和 3 年度）までの中間評価をまとめました。主な項目を下

記に示し、施策全体については資料編に示します。 

【全体】概ね目標年度（2027 年度（令和 9 年度））までに目標を達成できる見込み。 

      特に、水道施設の統廃合やバックアップ体制の強化に重点的に取り組んだ。 

【重点的に取り組んだ項目】 

水道施設の統廃合（水道施設数）     

市内配水区域の最適化に向けた区域変更及び施設の統廃合（野々宮配水場及び花園配

水場配水ポンプの廃止）などを実施した。 

バックアップ体制の強化（バックアップ率 4）  

2019 年度に花園配水区域の複数水源化を完了した。これにより花園配水区域は、3 つの

水源（十日市浄水場自己水及び企業団村野浄水場・三島浄水場）からの配水が可能にな

るとともに、停電時の断水が懸念される野々宮配水場を廃止することにより、給水の安

定性が大幅に改善された。 

     
■図表 3-1 水道事業ビジョンにおける主な目標の実績値・中間評価（持続） 

 計画
策定時

実績

2015年度 2021年度

1

より一層のお客さ
まの利便性や料金
負担の公平性の向
上

クレジットカード払い
等料金収納方法につい
て検討

新規
事業

実施済 〇

目標達成により施策終了。(2020年度にキャッ
シュレス決済（LINE Pay、PayB、PayPay、楽
天銀行）を導入した。)今後は、新たなサービ
スの導入に向けた取組を進めていく。

1
更新需要の増加に
対する財源の確保

料金回収率
■目標
  100％以上を維持

107.7% 105.4% 〇

給水収益が給水に係る費用を上回っており、適
切な料金水準が確保できている。
今後も投資・財政計画に基づいた経営を行い、
適正な料金水準の確保に努める。

2
より一層の経営の
効率化

給水原価
■目標
　137円以下

136.42
円

140.80
円

―

大阪北部地震の影響による漏水修繕の増加など
から、経常費用が増加している状況にある。
新型コロナ等による物価高騰の影響は未定であ
るが、今後とも効率的な事業経営に取り組む必
要がある。

1
計画的な人材育成
による技術力の継
承・向上

水道事業にかかる研修
時間
■目標
　2022年度：20時間/人
  2027年度：25時間/人

15.5
時間

13.6
時間

―

新型コロナの影響により、研修が中止になった
ため、研修時間が減少した。
今後はオンライン研修を活用することにより、
研修時間を確保していく。

1
再生可能エネル
ギーの導入促進

土地貸しによる太陽光
発電における再生可能
エネルギー発電量（公
称最大出力）
■目標
　現状以上

17.1万
kwh

19.4万
kwh

〇
水道施設の土地貸しによる太陽光発電の発電量
は公称最大出力を上回る実績であった。
引き続き、取り組んでいく。

お客さまサービスの向上

経営基盤の強化

組織体制の強化

環境への配慮

施
策

項目 目標 中間評価

持
続

5 

6 

6
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計画
策定時

実績

2015年度 2021年度

1
自己水源の安定的
な水量の確保

十日市浄水場（深井
戸）の取水量
■目標 12,000㎥/日
（施設能力の上限）

9,855
㎥/日

10,219
㎥/日

△

老朽化による揚砂量の増加で取水制限していた
深井戸1号井の掘替工事を2020年度に実施し
た。今後も計画的に深井戸の更新を実施してい
く。

2

水需要の動向を注
視しつつ重要度に
応じた水道施設の
計画的な更新

水道施設数
■目標  39か所

45か所 43か所 ―

市内配水区域の最適化に向けた区域変更及び施
設の統廃合（野々宮配水場及び花園配水場配水
ポンプの廃止）などを実施した。
清阪浄水場及び清阪配水池については、施設の
老朽化が進行していないため、今後は老朽化状
況に応じて統合を実施していく。また、馬場中
継ポンプ場及び梅原加圧ポンプ室については、
彩都東部地区の開発に合わせて、廃止を実施し
ていく。

有収率
■目標
　95％以上を維持

95.2% 95.3% 〇
老朽管の計画的な更新や漏水調査により、目標
を達成した。
今後も管路の適正な維持に努めていく。

管路の更新率
■目標
　年間1.0％以上

0.75% 0.65% △

多大な更新費用を要する口径の大きい基幹管路
の更新を優先して行ったため、更新率は1.0％
を下回った。しかし、今後は小口径が主となる
ため、更新率が上昇し、計画期間内には目標を
達成する見込みである。引き続き、管路の更新
に取り組んでいく。

1
継続的な施設の耐
震化対策の推進

配水池の耐震化率
■目標  100％

91.4% 100.0% 〇

目標達成により施策終了。
（2020年度に野々宮配水場（1号配水池）を廃
止したことにより、配水池の耐震化率は100％
を達成）

管路の耐震化済み重要
給水施設数
■目標
　2022年度：15か所
  2027年度：24か所

0か所 13か所 △

13か所の重要給水施設への管路の耐震化が完了
した。今後は、重要給水施設数の増加に伴い、
計画の見直しを行い、引き続き取り組んでい
く。

基幹管路   の耐震管率
■目標
　2022年度：44%
  2027年度：45%

35.50% 53.60% 〇

基幹管路の更新にあわせて、耐震化を実施し、
目標は達成した。今後は目標値の設定について
見直しを行い、引き続き、管路の耐震化に取り
組んでいく。

1

想定外を考慮した
危機管理に対する
新たな取り組みの
推進

バックアップ率
■目標  60％

21% 71% 〇

2019年度に花園配水区域の複数水源化を完了し
た。これにより花園配水区域は、3つの水源
（十日市浄水場自己水及び企業団村野浄水場・
三島浄水場）からの配水が可能になるととも
に、停電時の断水が懸念される野々宮配水場を
廃止することにより、給水の安定性が大幅に改
善された。今後も継続して、バックアップ体制
の強化に取り組んでいく。

中間評価

水道施設の耐震化の推進

項目 目標

水道施設の適切な維持及び更新

3
管路更新など継続
的な老朽化対策の
推進

強
靭

危機管理体制の強化

施
策

2
計画的な耐震管
の整備

                                         
【評価凡例】 
〇：当該年度(2021 年度)において計画期間内(2018 年度～2021 年度)の目標を達成 

△：当該年度(2021 年度)において計画期間内(2018 年度～2021 年度)の目標は未達成であるが、目標年度(2027 年度)におい 

て達成できる見込み 

―：主に外的要因による影響を受けたもの 

■図表 3-2 水道事業ビジョンにおける主な目標の実績値・中間評価（強靭） 
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第３章「茨木市水道事業ビジョン」及び「茨木市水道事業経営戦略」の中間評価 

 

  

  

 
今回、『水道事業ビジョン・経営戦略』を改定するにあたり、中間評価の結果と現状の水道

事業を取り巻く環境を踏まえ、新たに課題を抽出します。 

■図表 3-4 水道事業経営戦略における主な目標の実績値・中間評価 

■図表 3-3 水道事業ビジョンにおける主な目標の実績値・中間評価（安全） 

 

4【バックアップ率（％）】 

 

＝ 
複数系統から受水可能な配水区域の一日最大給水量（m3/日） 

本市水道事業の一日最大給水量（m3/日） 

5【料金回収率】給水原価に対する供給単価の割合を示すもので、水道事業の経営状況の健全性を表す指標の一つ。 

6【給水原価】有収水量(漏水など除く水道料金収入となった水量)1㎥当たりについて、どれだけ費用がかかったかを表す。 

{経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯工事費)}／年間総有収水量(円／㎥) 

7【有収率】給水量と有収水量の比率のこと。(有収水量/給水量)×100(％) 

8【重要給水施設】災害時に重要な拠点となる救急病院、応急救護所、要介護高齢者や障害者など配慮の必要な人が二次的に避難する福

祉避難所など、人命の安全確保を図るために給水優先度が特に高い施設のこと。本市における重要給水施設は、救急病院(9 施設)、

指定応急救護所(11 施設)、福祉施設(6 施設)、市役所・消防本部等の防災拠点(6施設)、小学校避難所(9 箇所)の計 41 施設 

9【基幹管路】水運用上、重要度が高く、代替え機能のない基幹的な管路のことで、本市では導水管、送水管、配水本管(口径 400mm 以

上)のこと。 

10【耐震管】耐震性の高い材質（ダクタイル鋳鉄管や鋼管など）を用い、ダクタイル鋳鉄管については、耐震継手構造(NS、GX 継手な

ど)を有する管のこと。 

11【水安全計画】水道水の水質に悪影響を及ぼす可能性のある要因を分析し、管理対応する方法をあらかじめ定める計画のこと。 

12【経常収支比率】経常費用が経常収益によってどの程度賄われているかを示すもので、水道事業の収益性を示す指標の一つ。 
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計画
策定時

実績

2015年度 2021年度

1 水質管理の強化

『茨木市水安全計画』
における管理対応措置
の内容及び対応方法の
運用状況に基づく見直
し

運用中 運用中 〇

水安全計画について、毎年レビューを行い、管
理対応措置の内容及び対応方法の運用状況に基
づく見直し等を行った。今後も、適宜見直しを
行っていく。

1
より一層の安全で
おいしい水の提供

イベント参加者数（浄
水場施設見学、利き水
会など）
■目標
　2022年度：2,000人
  2027年度：2,500人

1,743
人

0人 ―
新型コロナウイルスの感染拡大までは目標を達
成した。今後は、開催手法等を検討しつつ、積
極的に情報提供を行っていく。

安
全

水道水の信頼性強化

施
策

項目 目標

水質管理の充実と強化

中間評価

計画
策定時

実績

2016年度 2021年度

1 資金残高

事業を継続するために
最低限必要な資金の確
保
■目標
　25億円以上

38.7億
円

33.0億
円

〇
資金残高は目標値以上となった。
引き続き、資金の確保に努めていく。

2 経常収支比率

経営の健全性が確保で
きるよう経営基盤の強
化を図る
■目標
　100％以上

114.1% 113.8% 〇

目標値以上となり、健全な経営を維持でき
ている。
今後も、投資・財政計画に基づいた経営を
行っていく。

財
政

施
策

項目 目標 中間評価
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第４章 水道事業の現状と課題 

第４章 水道事業の現状と課題  
１ 給水人口と水需要の動向  

給水人口は、彩都地区をはじめとする新規住宅開発地区への転入等により増加しており、

2021 年度（令和 3 年度）末で、給水人口は約 28 万 3 千人となっています。 

総人口は、これまで増加し続けていましたが、国立社会保障・人口問題研究所から公表さ

れた『日本の地域別将来推計人口（平成 30年（2018 年）3 月推計）』及び 2020 年（令和 2 年）

1 月に策定した『第 5 次茨木市総合計画後期基本計画』では、2025 年度（令和 7 年度）頃を

ピークに減少傾向に転じることが予測されています。この結果を参考に給水人口を予測する

と、2025 年度（令和 7 年度）頃をピークに減少傾向に転じ、2035 年度（令和 17 年度）末に

は、約 27万 7 千人にまで減少する見込みです。 

 

給水量は、給水人口が増加し続けている

にもかかわらず、2019 年度（令和元年度）

まで横ばい傾向です。この原因は、節水意

識の向上及び住宅の新築や改築に伴う節水

機器の普及などにより、一人あたりの水道

使用量が減少しているためと考えられま

す。 

なお、2020 年度（令和 2 年度）以降につい

ては、新型コロナウイルス感染症によるテレ

ワークの普及や学校の休校などにより、自宅で

過ごす時間が増えたことから、給水量が増加し

たと考えられます。 

また水需要は、用途別の水道使用量を予測す

ると、彩都東部地区の開発による業務・営業用

水量が増加することで、2035 年度（令和 17 年

度）末には、約 3,125 万 m3になる見込みですが、

長期的にみると、人口減少の影響により、減少

する見込みです。 

 

 

 

■図表 4-2 一人あたり水道使用量の推移 

■図表 4-1 給水量の推移 

13【給水量】水道施設等から配水された水量のこと。 

14【有収水量】お客さまの水道メーターの検針水量など、料金徴収の対象となった水量のこと。 

30.3 30.2 30.0 30.2 30.5 30.5 30.3 30.2

31.0
30.7

29.1 29.1 28.8 28.8
29.1 29.0 28.8 28.6

29.5 29.2

25

26

27

28

29

30

31

32

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

（百万㎥/年）

年間総給水量 （百万㎥/年） 年間総有収水量 （百万㎥/年）14 13 
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第４章 水道事業の現状と課題 

水需要の減少は、給水収益の減少に直接つながり、水道事業の経営に大きく影響するとと

もに、水道施設の規模が過大になるなど効率性の低下が懸念されます。 

そのため、水道施設の更新の際には、水需要の減少に応じた施設の適正配置及び長寿命化

を検討することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

28.4 万人(2025) 
27.7 万人(2035) 

3124.4 万 m3(2035) 

推計値 実績値 

■図表 4-3 給水人口・給水量の将来見通し 

課 題 課題 1-① 今後、水道施設の更新の際には、水需要の減少に応じた施設の適正

配置及び長寿命化を検討することが必要です。 

10



   

 
  

第４章 水道事業の現状と課題 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

２ 水質管理 

（１）水源・水質 

①水源 
本市の水源は、十日市浄水場及び清阪浄水場で取水している自己水（地下水：深井戸・

浅井戸）と、大阪広域水道企業団からの企業団水 15（淀川表流水 16）です。 

自己水と企業団水の内訳は、2017～2019 年度（平成 29～令和元年度）の 3 ヵ年の平均

において、自己水が約 13.0％（うち、深井戸 10.5％、浅井戸 2.5％）、企業団水は約 87.0％

となっています。 

 

 

               

■深井戸 10.5％ 
 

■浅井戸 2.5％ 

■図表 4-5 水源別取水量の推移（2017～2021 年度） 

 

企業団水 87.0％（26,376 千 m3/年） 

■図表 4-4 水源別取水量の内訳（2017～2019 年度平均値） 
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0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

（％）（ｍ3/日）

企業団水 自己水 自己水比

年

月

2019年度(平成31/令和元年度) 2020年度(令和2年度) 2021年度(令和3年度)2018年度(平成30年度)2017年度(平成29年度)

24 6 8 10 125 7 9 11 1 3 24 6 8 10 125 7 9 11 1 3 24 6 8 10 125 7 9 11 1 3 24 6 8 10 125 7 9 11 1 3 24 6 8 10 125 7 9 11 1 3

15【企業団水】大阪広域水道企業団浄水場で浄水処理された水のこと。 

16【表流水】地表面を流れる河川などの水のこと。 

 自己水(地下水) 13.0％ 

（3,954 千 m3/年） 
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第４章 水道事業の現状と課題 

②水質   
■自己水 

十日市浄水場の深井戸は、原水中の鉄・マンガン

などを除去する必要があるため、凝集沈でん池 17及

び急速ろ過池 18によって浄水処理を行っています。 

また、浅井戸は、原水中の鉄・マンガンなどの除

去は不要ですが、塩素に耐性を持つクリプトスポ

リジウム 19 等の微生物対策として紫外線照射 20 を

行っています。 

なお、浅井戸は外部環境からの汚染の影響を受けやすいため、法令で定められた水質

基準値を満たしていても水質悪化の傾向が認められれば、予防安全措置として、取水の

制限または一時停止を行い、安全・安心に十分留意して運用しています。 

清阪浄水場の深井戸は、原水の水質が良好であるため、塩素消毒 21のみの処理を行っ

ています。 

■水質検査体制 
お客さまに、安全でより良質な水をお届けする

ため、水道法令で定められた水質基準項目（51 項

目）のほかに、水質基準を補完する目的で定めら

れている水質管理目標設定項目（19 項目）、その

他の項目（クリプトスポリジウム等 14 項目）に

ついて、水質検査を定期的に実施しています。 

紫外線照射設備（十日市浄水場） 

 

17【凝集沈でん池】凝集剤という薬品を用いて、水中の微小な濁質を集合・成長させて形成した固まりを沈でんによる方法で、除去す

る施設。 

18【急速ろ過池】凝集剤を用いて凝集沈でん処理した後、上澄水をマンガン砂層でろ過する施設。 

19【クリプトスポリジウム】人や家畜などに寄生する微生物で、クリプトスポリジウムに汚染された食物や飲料水などを摂取すると、

腸に寄生して激しい下痢や腹痛を引き起こす。消毒用の塩素に対して強い耐性があるため、水源の状態に応じた適正な浄水処理

（紫外線処理など）が必要である。 

20【紫外線照射】クリプトスポリジウムなどの DNA に作用し、不活化（増殖しないようにすること）する効果がある。 

21【塩素消毒】塩素の強い殺菌作用によって、水道水中の細菌などを殺菌し、所定の残留塩素を維持することで、送・配・給水系統で

の細菌汚染を予防する方法。本市では、塩素消毒剤に次亜塩素酸ナトリウムを使用している。 

 

水質試験室（十日市浄水場） 
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第４章 水道事業の現状と課題 

水質検査を計画的かつ効率的に行うために水質検査項目、検査場所、頻度等について定

めた水質検査計画を毎年度策定し、直近の水質検査結果をホームページで公表するとと

もに水質管理の改善や次年度の検査計画に反映させています。 

また、水源から給水栓 22 に至る全過程において安全な水を供給するため、厚生労働省

のガイドラインに基づき、「茨木市水安全計画」を策定し、毎年見直しを行いながら、運

用しています。 

今後とも継続して、水質の安全管理を徹底し、水道水の安全性を確保することが必要

です。   

 

 

 

           
 

  
■水質自動監視装置 

水道水の安全性を確保するために、水道法では定期的に水質検査を行うように定めら

れています。特に色・濁り・残留塩素濃度 23 については管路末端で毎日の検査が義務付

けられていることから、市内 11 か所（蔵垣内公園、小柳公園、白川東公園、元茨木川緑

地、宿久庄東村児童遊園、穂積台公園、山手台高区配水池、彩都受水場、長谷配水池、下

音羽送水ポンプ場、清阪浄水場）に水質自動監視装置を設置して毎日 24時間、水質の監

視を行っています。   

 人の健康に影響を及ぼすおそれのある項目、又は水道水としての生活利用

上、あるいは水道施設の管理上で必要とされる項目です。水道水は必ずこ

れらの基準に適合していなければなりません。 

水質基準項目 

51 項目 

水質基準を補完する項目で、現状では基準化する必要はないが、将来的に

検出値が上昇する可能性がある項目、又はより質の高い水道水とするため

の指標となる項目等について、その目標値が設定されています。 

水質管理目標

設定項目 

19 項目 

毒性評価や水道水中での検出実態が明らかでないなどの理由で水質基準や

水質管理目標設定項目に分類できなかった項目（要検討項目）やクリプト

スポリジウムに関する項目です。なお、目標値が設定されていない項目も

あります。 

その他の項目

14 項目 

22【給水栓】給水管に直結した給水用具の末端部分に取り付けられている、水を出したり止めたりする栓のこと。一般的な給水栓は家

庭の蛇口である。 

23【残留塩素濃度】水道水に残る塩素の濃度のこと。水道水は、水道法により、細菌などが繁殖しないように塩素による消毒が義務付

けられており、給水栓で水道水１リットルあたり遊離残留塩素が 0.1mg/L 以上の濃度を保持しなければならない。なお、水道水中

の残留塩素は人の健康に影響はない値である。 

課 題 課題 2-① 引き続き、水質の安全管理を徹底し、水道水の安全性を確保すること

が必要です。   
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第４章 水道事業の現状と課題 

（２）給水 

①直結給水方式 
受水槽を通さずに、蛇口まで水道水を直接お届けできる直結給水方式は、水質や維持

管理、省エネルギー面で優れていることから、配水区域の見直しや配水管の整備により、

直結給水可能区域の拡大に努めてきました。 

2003 年（平成 15 年）7月からは、概ね 5 階までの建物について直結直圧給水ができる

ようになり、直結直圧給水が困難な地域や 5 階を超え概ね 10 階建程度までは直結増圧方

式による給水が可能となっています。 

②貯水槽水道方式 
貯水槽水道 24 は、水道水をいったん受水槽に貯めてから各家庭や事務所などに給水す

る方法で、水道法や茨木市水道事業給水条例に基づき適正な管理を設置者や管理者で行

う必要があります。 

本市では、容量 10m3 以下の小規模貯水槽の設置者などに対して、毎年度、貯水槽の適

切な管理についての啓発や、管理状況や水質保全などに関する立ち入り点検調査を行い、

問題がある場合は改善の指導をしています。2021 年度（令和 3 年度）は、358 件の対象

件数の内、115 件指導しました。 

貯水槽水道の設置者における衛生管理に対する認識が不十分であるなど課題があるこ

とから、今後も管理状況の調査や改善指導を継続することが必要です。 

    

■図表 4-6 給水方式の概要 

貯水槽水道方式 

配水管から送られてきた水道

水を受水槽などでいったん貯

めてから給水する方法 

 
配水管の水圧だけを利用して

直接水道水を給水する方法 

 

配水管の水圧不足を補うため

にポンプを利用して直接水道

水を給水する方法 

直結給水方式 

直結直圧方式  
直結増圧方式  ●直結直圧方式 

●直結増圧方式 

ブースターポンプ 
配水管 

道路 

高置水槽 

受水槽 揚水ポンプ 

●貯水槽水道方式 

24【貯水槽水道】配水管から送られてきた水道水を受水槽などでいったん貯めてから給水する方式のこと。 

  （受水槽容量が 10m3を超える施設：簡易専用水道、10m3以下の施設：小規模貯水槽水道） 

 

課 題 課題 2-② 貯水槽水道の点検調査や改善指導を継続することが必要です。 
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第４章 水道事業の現状と課題 

③鉛製給水管 
鉛製給水管 25 は、管内に錆が発生せず、

加工・修繕が容易であることから給水管と

して全国的に使用されてきました。しかし、

長時間水道を使用しない場合、水中に微量

の鉛が溶け出していることがあり、段階的

に強化されてきた鉛の水質基準への適合や

漏水しやすいなどの問題から、早急な更新

が求められています。 

本市では、1975 年（昭和 50 年）以降、ポリエチレン管に移行し、鉛製給水管は使用し

ていませんが、それ以前に布設された給水管には使用されている場合があるため、漏水

修繕や配水管更新工事に合わせてメーター部分までの計画的な更新に取り組んでいます。 

また、広報活動として、鉛製給水管を使用されているお客さまに対し、ホームページ、

広報誌などで情報提供を実施しています。 

2021 年度（令和 3 年度）末時点で、2,040 か所の鉛製給水管による引込みが残ってお

り、今後も鉛製給水管の早期更新に向け、継続的に整備を行うことが必要です。 

  

■図表 4-7 鉛製給水管の残存数の推移 

■図表 4-8 鉛製給水管使用例と漏水時の本市の修繕範囲 

 

年間平均 約 200 か所ずつ更新 

一戸建て  
集合住宅  

道路幅員  
道路  

分水栓 

配水管  
給水管 

止水栓 逆止弁 
止水栓  メーター 

給水管 

官民境界 官民境界  

指定工事店へ依頼 
して下さい【有料】 

本市で修繕します【無料】 指定工事店へ依頼 
して下さい【有料】 

●鉛製給水管が 

使われている 

可能性の高い部分  
●鉛製給水管が 

使われている 

可能性の高い部分  

25【鉛製給水管】鉛を材料とする給水管のこと。安価で施工性が良いことから、メーター周りまでの給水管に多く使用されてきたが、

国の方針として鉛の水質基準が段階的に強化されたことなどから、国の水道ビジョンにおいても早期解消が求められている。 

 

課 題 課題 2-③ 今後も鉛製給水管の早期更新に向け、継続的に整備を行うことが

必要です。 
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第４章 水道事業の現状と課題 

３ 水道施設 

（１）取水・浄水施設 

①取水施設 
取水施設は、十日市浄水場の深井戸 9 井（内 1 井予

備）及び浅井戸 1 井と、清阪浄水場の深井戸 1 井で

す。 

また、2020 年度（令和 2年度）には、安定した自己

水量を確保するため、十日市浄水場の深井戸 1号井の

掘替えを実施しました。 

その結果、深井戸の取水量は１日平均約 8,280 ㎥/

日（2019 年度（令和元年度））から約 10,030 ㎥/日（2021

年度（令和 3 年度））に回復しました。今後も自己水の安定的な水量を確保することが必

要です。 

 

                    

十日市浄水場 深井戸 1 号井 

■図表 4-9 取水施設の概要 

  種別 
深度 

（m） 

認可取水量 

（m3/日） 
備考 

十日市 

浄水場 

第 1 号取水井 深井戸 180 1,300  

第 2 号取水井 深井戸 200 1,200  

第 3 号取水井 深井戸 280 2,100  

第 4 号取水井 深井戸 200 2,300  

第 5 号取水井 深井戸 200 1,700  

第 6 号取水井 深井戸 172 900  

第 7 号取水井 深井戸 145 （500） 予備 

第 8 号取水井 深井戸 300 1,500  

第 9 号取水井 深井戸 200 1,000  

浅井戸取水井 浅井戸 － 5,000   

清阪 

浄水場 
１号取水井 深井戸 50     

 

これまでの

取り組み 
・2020 年度（令和 2 年度）十日市浄水場の深井戸 1 号井の掘替えを実施しま

した。 

課 題 課題 3-① 今後も自己水の安定的な水量を確保することが必要です。 

（2018～2021 年度） 
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第４章 水道事業の現状と課題 

②浄水施設 
十日市浄水場では、地下水を水源として浄水

処理を行い、1 日当たり約 17,000m3の水量を処

理する施設能力があります。 

また、大阪広域水道企業団の村野浄水場から

常時企業団水の供給を受けており、自己水と企

業団水の複数水源による水の供給体制を確保

しています。 

清阪浄水場では、地下水を水源として消毒処理を行い、大字清阪地区を対象として 1 日

当たり約 30m3の水量を処理する施設能力があります。 

なお、十日市浄水場の中央監視室では、安定した水供給を実現するために総合水運用

管理システムを導入しており、市内の全水道施設の稼働状況を遠隔で 24時間、集中監視

しています。 

 

 

施設種別 名称 
認可施設能力 

（m3/日） 
原水種別 主な浄水方法 

浄水 十日市浄水場 

12,000 自己水原（深井戸） 
取水→塩素注入→凝集剤注入→ 

凝集沈でん・急速ろ過 

5,000 自己水原（浅井戸） 取水→紫外線照射→塩素注入 

浄水 清阪浄水場 31 自己水原（深井戸） 取水→塩素注入 

（２）送配水施設 

現在、市内にはお客さまに水道水を届ける配水施設として 46 池の配水池（配水場 26などを

含む）があり、水需要の時間的変動によりピーク給水量が不足しないように、また、災害・事

故等で直ちに断水しないように水道水を貯留しています。 

その合計容量は 55,000m3であり、1 日に使用する水の約 2/3 日分に相当し、標準的に必要

とされる 12 時間分を貯留できます。なお、主要な配水池の出口配管には震災時に貯留水が過

剰に流出しないように緊急遮断弁 27を設置しています。 

また、市内には配水池への送水を目的とした送水ポンプ場などの送水施設が 8 か所ありま

す。   

十日市浄水場中央監視室 

■図表 4-10 浄水施設の概要（2021 年度（令和 3 年度）） 

26【配水場】配水池に配水ポンプを設置している施設。 

27【緊急遮断弁】地震などの異常を感知したとき、自動で弁が閉じ、水の流出を防ぐ機能を持った弁。飲料水などの緊急用水を確保するこ

とができる。 
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第４章 水道事業の現状と課題 

 
名称 配水池数 貯水容量(m3) 緊急遮断弁 

花園配水場※1 2 10,000 － 

西穂積配水場 5 14,000  〇 

豊川配水池 3 12,000  〇 

安威配水池 3 7,800  〇 

山手台低区配水池 1 1,500  〇 

山手台高区配水池 2 2,500  〇 

あさぎ配水場 2 1,900  〇 

やまぶき低区配水池 2 720  〇 

やまぶき中区配水池 2 1,760  〇 

やまぶき高区配水池 2 1,260  〇 

あかね配水池 2 760  〇 

泉原配水池 2 400  〇 

馬場配水池 2 80  － 

免山配水池 2 34  － 

安元・板谷配水池 2 80  － 

上音羽配水池 2 122  － 

銭原配水池 2 124  － 

長谷配水池 2 48  － 

下音羽配水池 2 102 － 

忍頂寺配水池 2 112  － 

清阪配水池 2 64  － 

梅原加圧ポンプ室 － － － 

清水加圧ポンプ室 － － － 

合計 46  55,366  11 か所 

※1 花園配水場は、2019 年度（令和元年度）に配水機能を休止し、現在は企業団水の受水池として運用しています。   
名称 送水先 受水池数 貯水容量（m3） 

十日市浄水場（送水ポンプ棟） 
安威配水池 

西穂積配水場 
6 7,900 

彩都受水場（送水ポンプ室） 
あさぎ配水場 

やまぶき高区配水池 
2 3,000 

山手台送水ポンプ場 山手台高区配水池 2 490 

泉原受水場（送水ポンプ室） 泉原配水池 2 143 

上音羽受水場（送水ポンプ室） 
上音羽配水池 

銭原配水池 
2 84 

下音羽送水ポンプ場 下音羽配水池 1 10 

忍頂寺送水ポンプ場 忍頂寺配水池 1 12 

馬場中継ポンプ場 免山配水池 － － 

合計  16 11,639  

■図表 4-11 配水施設 28の概要（2021 年度（令和 3 年度）） 

■図表 4-12 送水施設 29の概要（2021 年度（令和 3 年度）） 

28【配水施設】水道水を貯留、分配、供給するための配水池や配水管などの施設 

29【送水施設】配水施設などに水道水を送るための送水ポンプや送水管などの施設（企業団からの受水池を含む） 
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第４章 水道事業の現状と課題 

  

■図表 4-13 水道施設位置図 

2022 年度（令和 4 年度）現在 

西穂積配水場 

豊川配水池 

十日市浄水場 

花園配水場 

安威配水池 あさぎ配水場 

あかね配水池 
山手台低区配水池 

山手台高区配水池 

泉原配水池 

泉原受水場 

清阪浄水場 

清阪配水池 

長谷配水池 

銭原配水池 

上音羽配水池 

上音羽受水場 

下音羽配水池 

忍頂寺配水池 

安元・板谷配水池 

P 

下音羽送水ポンプ場 

忍頂寺送水ポンプ場 

免山配水池 

馬場配水池 
P 

梅原加圧ポンプ室 P 

やまぶき高区配水池 

馬場中継ポンプ場 

P 

やまぶき低区配水池 

やまぶき中区配水池 

P 山手台送水ポンプ場 

名神高速 

彩都受水場 

宿久庄東村児童遊園 

国道 171 号 

JR 総持寺駅 

元茨木川緑地 
総持寺駅 

白川東公園 茨木市駅 

JR 茨木駅 

穂積台公園 宇野辺駅 

近畿道 

南茨木駅 

小柳公園 
蔵垣内公園 

沢良宜駅 

新名神高速 

阪大病院前駅 

豊川駅 

彩都西駅 
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第４章 水道事業の現状と課題 

（３）施設の統廃合について 

本市では、統廃合後の施設能力や安全性の向上、将来の施設更新費用、既存設備の更新時

期等を考慮し、統廃合した方が適当と判断される施設を選定し、統廃合を実施してきました。 

引き続き、将来を見据えた施設規模の適正化を図るために、水道施設の統廃合を行うこと

が必要です。 

2018 年度（平成 30 年度）以降の主な施設の統廃合については以下のとおりです。 

 

①停電時による断水回避のための統廃合（野々宮配水場廃止） 
配水ポンプ設備による加圧式を採用している野々宮配水場は、停電時には断水する危

険性がありました。より安定した給水を実現するために、2019 年度（令和元年度）に野々

宮配水場を廃止し、隣接する花園配水場配水区域及び西穂積配水場配水区域へ編入しま

した。 

 

②複数水源化と自然流下の配水の実現による統廃合（花園配水場配水ポンプ廃止） 
一つの水源系統（大阪広域水道企業団村野浄水場）からの受水に頼っている花園配水

場配水区域については、安威配水池、西穂積配水場との系統間連絡を行うことにより、3

つの水源（十日市浄水場自己水及び大阪広域水道企業団村野浄水場・三島浄水場）からの

配水が可能となります。この結果、複数水源化の実現とともに自然流下による配水が可

能となるため、花園配水場の配水ポンプ設備を廃止しました。  

20



   

 
  

第４章 水道事業の現状と課題 

 

  

■図表 4-14 水道施設位置図（統廃合前（2017 年 4 月）） 

統廃合前 
     ：企業団から各分岐点までの水の流れ 

     ：各分岐点から配水池までの水の流れ 

凡例 
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第４章 水道事業の現状と課題 

  

■図表 4-15 水道施設位置図（統廃合後（2022 年 4 月現在）） 

現 在      ：企業団から各分岐点までの水の流れ 

     ：各分岐点から配水池までの水の流れ 

          ：廃止した水の流れ 

凡例 
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第４章 水道事業の現状と課題 

 
                                               ◆：簡易水道の廃止 

          

■図表 4-16 統廃合の変遷 

 

 

 

これまでの

取り組み 

・彩都東部地区の水需要に対応するため、2018 年度（平成 30年度）山手台送水

ポンプ場（移設）の運用を開始しました。 

・他系統からの配水が可能となったため、2018 年度（平成 30年度）赤才加圧ポ

ンプ室を廃止しました。 

・他系統からの配水が可能となったため、2019 年度（令和元年度）野々宮配水

場、花園配水場の配水ポンプを廃止しました。 

・泉原系からの配水が可能となったため、2021 年度（令和 3 年度）山手台高区

配水池の加圧ポンプを廃止し、山手台高区配水池配水区域の一部を泉原系配

水区域と統合しました。 

（2018～2021 年度） 

課 題 課題 3-② 引き続き、将来を見据えた施設規模の適正化を図るために、水道施

設の統廃合を行うことが必要です。 

運用開始 廃止

2003(H15)
〇彩都受水場の運用開始
〇あさぎ配水場の運用開始

‐

2006(H18)
〇泉原受水場の運用開始
〇泉原配水池の運用開始
〇やまぶき中区配水池の運用開始

◆泉原簡易水道の廃止
◆生保簡易水道の廃止
・藤の里送水ポンプ場の廃止
・宿久庄配水池の廃止

2007(H19) 〇上音羽受水場の運用開始
◆上音羽簡易水道の廃止
◆銭原簡易水道の廃止
・千提寺加圧ポンプ室の廃止

2008(H20) 〇やまぶき低区配水池の運用開始 ‐

2009(H21)
〇やまぶき高区配水池の運用開始

◆忍頂寺簡易水道の廃止
◆下音羽簡易水道の廃止
◆安元・板谷簡易水道の廃止
◆車作簡易水道の廃止
・岩阪配水池の廃止
・神合加圧ポンプ室の廃止
・安元加圧ポンプ室の廃止
・岩阪中継ポンプ場の廃止

2015(H27) 〇あかね配水池の運用開始 ‐

2018(H30) 〇山手台送水ポンプ場（移設）の運用開始 ・赤才加圧ポンプ室の廃止

2019(R元)
・野々宮配水場の廃止
・花園配水場の配水ポンプの廃止

2021(R3) ‐
・山手台高区配水池の加圧ポンプを廃止し、
　山手台高区配水池配水区域の一部を泉原系
　配水区域と統合

年度
統廃合の内容
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（４）管路 

1929 年（昭和 4年）4月に給水開

始して以来、送配水管の整備を行

い、その延長は 2021 年度（令和 3

年度）末の時点で約 800 ㎞となって

います。 

布設年度をみると、管路の法定耐

用年数 30である 40 年を超えて使用

している管路は、約 160 ㎞（全体管

路の約 20％であり、全国の類似団

体 31 の平均値とほぼ同程度）となっ

ていますが、老朽管の計画的な更新や漏水調査を実施し、漏水防止に努めているため、有収

率は 95％と高い水準を維持しています。 

ただし、今後、耐用年数を超える管路が年々増加する状況にあり、管路更新を継続的に進

めることが必要です。 

                   

12.8 14.5 15.6 16.7 19.7

35.8

20.7

0

20

40

60

80

100

2017 2018 2019 2020 2021 北摂他市

平均値

2020

類似団体

平均値

2019

(
％

)

■図表 4-17 布設年度別布設延長 

30【法定耐用年数】法定耐用年数は、資産管理（減価償却率の算定）のために設定されたものであり、40 年を過ぎれば直ちに漏水し、使え

なくなると言うものではない。ただし、経年すればするほど漏水のリスクは上昇することから、法定耐用年数の超過割合は、管路全体

の老朽度を測る指標となっている。本市では、水道管の種類や老朽度、重要度等を評価したうえで、優先順位の高いものから順次更新

することにより、耐震性を向上させながら漏水も抑えていく。 

31【類似団体】業務指標（PI）をホームページ等で公表している現在給水人口 15 万人以上 30 万人未満の水道事業体。 

32【北摂他市】豊中市、箕面市、吹田市、高槻市、摂津市、池田市 

■図表 4-18 「法定耐用年数超過管路率」 

法定耐用年数を超過している管路延長 ／管路延長（％） 

■図表 4-19 「管路の更新率」 

更新された管路延長／管路延長（％） 

課題 3-③ 今後、耐用年数を超える管路が年々増加する状況にあり、管路更新

を継続的に進めることが必要です。 
課 題 

これまでの

取り組み 

（2018～2021 年度） 

・主に大口径の基幹管路を中心に、老朽管の更新を実施しました。 
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第４章 水道事業の現状と課題 

 

４ 危機管理 

（１）災害の動向 

近年、東日本大震災や熊本地震、北海道胆振東部地震などの大規模な地震をはじめ、大型

台風や大雨による河川の氾濫や浸水など、全国各地で自然災害が頻発し、甚大な被害を受け

ています。大規模な自然災害は、水道施設の損壊や停電、浄水場の浸水などをもたらし、断

水期間が長期化する恐れがあり、その対応は喫緊の課題です。    
発生 

時期 
名称 概要 

断水戸数 

最大断水日数 
主な水道の被害状況 

H28.4 月 熊本地震 
熊本県と大分県で相次いで発生。 

（地震規模 M7.3、最大震度 7） 

約 44.6 万戸 

約 3 ヶ月半※ 

配水管破損など漏水

及び濁水による断水 

H30.6 月 大阪北部地震 
大阪北部を震源とする M6.1 の直

下型地震（最大震度 6 弱） 

約 9.4 万戸 

2 日 

大阪広域水道企業団

の水道管破損 

H30.7 月 
平成 30年 7 月豪雨 

（西日本豪雨） 

西日本を中心に全国的に広い範囲

で記録的な集中豪雨が発生 

約 26.3 万戸 

38 日※ 

浄水場等の冠水、土

砂崩れ等による施設

被害 

H30.9 月 平成 30 年台風 21 号 
非常に強い勢力で日本に上陸し、

近畿地方を中心に甚大な被害 

約 1.6 万戸 

12 日 

電柱の倒壊などによ

る大規模な停電 

H30.9 月 北海道胆振東部地震 
北海道胆振地方中東部を震央とす

る M6.7 の地震（最大震度 7） 

約 6.8 万戸 

34 日※ 

大規模な停電及び水

道施設の破損による

断水 

R 元.9 月 令和元年房総半島台風 
関東地方などで記録的な大雨。千

葉県を中心に甚大な被害 

約 14 万戸 

17 日 

停電による送水ポン

プの停止 

R2.7 月 
令和 2 年 7 月豪雨 

（熊本豪雨） 

熊本県を中心に九州や中部地方な

ど日本各地で発生した集中豪雨 

約 3.8 万戸 

13 日 

土砂崩れ及び道路崩

落に伴う管破裂によ

る断水 

（出典：厚生労働省「H30 年度の災害対応および水道における緊急点検の結果等について」及び HP より） 

 

今後発生が予測されている大規模地震の被害は、さらに

大きくなるものと考えられており、「有馬－高槻構造線活断

層系」の地震が発生した場合、人口が密集している市街地

において「震度 7」の揺れに見舞われると想定されている

ほか、大阪府地震被害想定調査によると、約 100 年～150 年

周期で発生すると言われている紀伊半島沖のマグニチュ－

ド 8 クラスの「南海トラフ巨大地震」が発生した場合、「震

度 6 弱」以上の揺れに見舞われると想定されています。 

 

  

■図表 4-20 近年の主な自然災害の水道被害状況 ※家屋等損壊地域除く 

■図表 4-21 震度分布図 

（有馬－高槻構造線活断層系） 

（出典：茨木市地域防災計画_資料編） 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 

2018 年（平成 30 年）6月 18 日 7時 58 分、

大阪北部地震が発生し、市内で震度 6 弱の揺

れを観測しました。 

通勤・通学時間帯ということもあり、多く

の市民が鉄道駅周辺で足止めに遭うまたは鉄

道車両に閉じ込められるなど、大きな混乱を

招きました。 

市内では多くの家屋被害が発生し、被害に

遭った家屋では、特に屋根瓦に被害を受けたものが多く、梅雨の時期でもあったこと

から、多くの家屋の屋根にブルーシートが張られ、応急的な対応をせざるを得ない状

況でした。 

本市では、市内の全 75 指定避難所を開設し、最大時 750 人の市民が避難しました。

大きな被害を受けた家屋では、被災した家財の撤去をはじめ、様々な支援が必要とさ

れました。 

ライフラインにおいて、配水管の被害はありませんでしたが、宅内での漏水被害は

約 600 件ありました。また、電気は、市内の約 5,500 戸で停電、ガスは、市内の 64,254

戸が供給停止となりました。 

大阪北部地震による水道の不具合について、アンケート調査（資料編 P,105 参照）

では、不具合がなかったが 74％、不具合があったが 23％でした。 

  

 

 

 

 

 

 

   

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

大阪北部地震による被害の様子 

（2021 年度 茨木市水道事業に関するアンケート調査結果より） 

■図表 4-22 大阪北部地震による水道の不具合 

なかった 74％ あった 23％ 

大阪北部地震における本市の状況と対応  大阪北部地震における本市の状況と対応  

■その他 3％  断水※して水の確保に困った 14％  濁り水に困った 7％ 

漏水修理の手配に困った 2％     

※ マンション等の停電による断水が原因と考えられる 
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第４章 水道事業の現状と課題 

 
 

地震発生時、上水道においては、企業団送水管が破裂したことにより、十日市浄水場、

野々宮配水場などの受水及び企業団奈佐原浄水池への送水が停止しました。 

地震発生が朝の時間帯で、各配水池における貯留量が多かったことと、十日市浄水場

の自己水を活用することができたことにより、本市では、幸いにも断水することなく給

水を継続することができましたが、このまま企業団の送水が復旧しなかった場合、花園

配水場配水区域が断水し、約 10 万人に影響を及ぼす恐れがあったことから、被害のな

かった万博公園浄水施設から受水している西穂積配水場への受水量を増量し、西穂積配

水場から花園配水場配水区域へのバックアップ送水 33 を行う準備をしていました。（実

際には、企業団の送水が再開されたことから、バックアップ送水は実施していません。） 

今後も、各配水池間の連絡をさらに強化するとともに、有時の際、バックアップ水源

の手配が迅速にできるよう、日頃から訓練しておく必要があります。 

 

 

  
安威配水池 

西穂積配水場 

豊川配水池 

野々宮配水場 

企業団 三島浄水場 

企業団 村野浄水場  高槻ポンプ場 

奈佐原浄水池 

郡家ポンプ場 

万博公園浄水施設 

十日市浄水場 

①企業団送水管 

（φ900 ㎜）破損 

③野々宮配水場の受水停止 

④奈佐原浄水池への

送水停止 

②十日市浄水場の受水停止 

【バックアップ予定②】 

花園配水場配水区域へ 

バックアップ送水 

至 千里浄水池 

至 小野原ポンプ場 

【バックアップ予定①】 

西穂積配水場の受水量増量 

■図表 4-23 大阪北部地震発生時における上水道の状況と対応 

花園配水場 

彩都受水場 

33【バックアップ送水】本市では、大阪広域水道企業団の村野浄水場からの送水が停止した場合、西穂積配水場から花園配水場配水区域へ

配水するなど、バックアップの体制を構築している。バックアップの概要については、第 4 章 P,34 参照。 
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（２）災害対策の現状 

①地震対策 
今後発生する可能性がある大地震に備えるため、水道施設の耐震診断結果に基づき耐

震補強等を計画的に進めています。 

これまでに配水池の耐震補強工事や施設の統廃合を進めた結果、配水池の耐震化率は、

2020 年度（令和 2 年度）で 100％に達しました。 

浄水場の地震対策については、施設の長寿命化・更新計画や別系統水源からのバック

アップ送水計画などの他施策と調整を図り、建物の更新と同時に耐震化を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
老朽管路の更新については、阪神･淡路

大震災を教訓に 1995 年度（平成 7 年度）

からは基幹管路、2006 年度（平成 18 年

度）からは全ての管路において耐震管を

採用するなど耐震化を進めており、耐震

管率は 2021 年度（令和 3 年度）末時点で

25.1％と類似団体よりも進んでいます。

引き続き、耐震管の整備を順次行うこと

が必要です。（資料編 P,97 参照）     
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※2017 年度（平成 29 年度）は、管路の集計方法を変更し

たことにより、耐震管率が低下している。 

34【ダクタイル鋳鉄管】鋳鉄に含まれる炭素を球状化することで強さや伸びに優れた材質の鋳鉄管。 

 

■図表 4-24 管種割合（2021 年度（令和 3 年度）末） 

耐震性能を有する管路 

約 30％ 

ダクタイル鋳鉄管（一般継手）509.8km （63.0％） 

ダクタイル鋳鉄管（耐震継手）241.5km  （29.9％） 

鋼管・ステンレス鋼管 2.0km（0.3％） 

塩化ビニル管 22.3km（2.8％） 

ポリエチレン管 29.1km（3.6％） 

その他 0.4km（0.1％） 

普通鋳鉄管 2.6km（0.3％） 

10 年間で約 1.5 倍 

■図表 4-25 管路の耐震管率の推移 

34 
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②風水害対策 

2018 年（平成 30年）9月 4 日、近畿地方に台風 21 号（最大瞬間風速 54.7m/s）が上陸

し、強風による電柱の倒壊や倒木等による電線切断の影響で、広範囲に及ぶ停電が発生

しました。 

本市においても山間部の施設において長時間

の停電が発生し、停電範囲や復電に関する正確

な情報を入手することが困難な状況でした。 

そのような状況下、西穂積配水場では受電の

予備回線への切替を実施し、施設の全停電を回

避して配水ポンプの運転を継続しました。 

また、泉原受水場では可搬式発電機を応急仮設して場内への給電を行い、配水池へ水

を送る送水ポンプ等の運転操作を可能にしました。 

2018 年（平成 30 年）の 7 月豪雨や台風 21 号による被害で得た経験を活かし、風水害

への対策を整えています。 

浸水対策については、十日市浄水場が大阪府や本市の策定した洪水リスク表示図等に

よる浸水想定区域内に位置しており、河川の氾濫等により重大な被害を受けるリスクを

有しているため、2020 年度（令和 2 年度）に浸水対策基本計画を策定しました。 

今後は、浸水対策基本計画に基づき、十日市浄水場の浸水に備えることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

  

可搬式発電機 

 

これまでの

取り組み 

・2020 年度（令和 2 年度）配水池の耐震化率は 100％に達しました。 

・老朽管路の更新を行う際、耐震管による更新を実施しました。 

・災害発生時に重要な拠点となる病院や避難所に至る管路を優先して耐震化

を進めてきました。（2021 年度（令和 3 年度）までに 13か所を耐震化済み） 

課 題 課題 4-① 引き続き、耐震管の整備を順次行うことが必要です。 

（2018～2021 年度） 

これまでの

取り組み 

・泉原受水場では可搬式発電機を応急仮設して場内への給電を行い、配水池へ水

を送る送水ポンプ等の運転操作を随時可能にしました。 

・2020 年度（令和 2 年度）に浸水対策基本計画を策定しました。 （2018～2021 年度） 

課 題 課題 4-② 十日市浄水場においては、河川の氾濫等により重大な被害を受ける

リスクを有しているため、浸水に備えることが必要です。 
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第４章 水道事業の現状と課題 

③応急給水対策 
災害時における飲料水を確保するため、配水池への緊急遮断弁（11 か所）の設置や耐

震性貯水槽 35（8 か所）を含めた応急給水拠点 36の整備を進めてきました。 

なお、中央公園の耐震性貯水槽については、耐震管整備が完了したことにより、2021

年度（令和 3 年度）に市民会館跡地活用の整備に併せて撤去し、新たに災害時には応急

給水拠点として使用できる蛇口を設置しました。 

また、大阪北部地震や西日本豪雨などの自然災害を受け、市内での応急給水能力の向

上を図るため、2020 年（令和 2 年）3月に加圧式給水車（タンク容量 1,700 リットル（約

560 人分））を配備しました。 

そのほか、大阪広域水道企業団との災害対策連絡管 37、隣接都市との相互連絡管 38の整

備など、応急給水体制の確立を図っています。 

水道部危機管理マニュアルにおいて、災害時

避難所となる小中学校や救急病院などを重要

給水施設として位置付けています。重要給水施

設から要請があれば、応急給水活動を実施する

ため、重要給水施設に対する応急給水体制を確

立することが必要です。 

 

災害時においては、人が生命を維持するのに必要な最低水量として「1 人 1 日 3 リット

ル、3 日分で 9リットル以上」の飲料水が必要となります。 

アンケート調査を行った結果、各家庭において、地震などの災害時に備え、飲料水を備

蓄されている方の割合は、全体の約 7 割を占めており、そのうち「9リットル以上（3 日

分以上）」備蓄されている方は、全体の 3 割未満であることがわかりました。 

そのため、今後も飲料水の備蓄の必要性について継続して周知することが必要です。 

      
 

 

 

 

 

加圧式給水車 

35【耐震性貯水槽】地震などの発生時における消火用水や飲料水を確保するためのタンクのこと。 

36【応急給水拠点】地震などの災害により水道施設が被害を受け、給水ができなくなった場合に、飲料水など応急給水を行う場所のこと。 

37【災害対策連絡管】大阪広域水道企業団の送水管と受水市町村の配水管を連絡し、災害時に応援給水することを目的とした連絡管のこと。 

38【相互連絡管】隣接する市町村間の水道管を連絡し、相互に応援給水することを目的とした連絡管のこと。 

 

 

 

■図表 4-26 飲料水の備蓄状況 

（2021 年度茨木市水道事業に関するアンケート調査結果より） 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

備蓄していない 

26％ 

9L 以上 

27％ 

6～8L 

12％ 

■無回答 2％ 

3～5L 

15％ 

3L 未満 

18％ 

備蓄している 
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第４章 水道事業の現状と課題 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

           

課 題 課題 4-③ 重要給水施設に対する応急給水体制を確立することが必要です。 

課題 4-④ 今後も、飲料水の備蓄の必要性について、継続して周知することが

必要です。 

 

 

 

これまでの

取り組み 

・配水池への緊急遮断弁（11 か所）の設置や耐震性貯水槽（8 か所）を含めた応

急給水拠点の整備を進めてきました。 

・中央公園の耐震性貯水槽については耐震管整備が完了し、新たに災害時には応

急給水拠点として使用できる蛇口を設置しました。 

・2020 年（令和 2 年）3月に応急給水活動の迅速性とお客さまの利便性を考慮し、

加圧式給水車（タンク容量 1,700 リットル（約 560 人分））を配備しました。 

（2018～2021 年度） 

31



  

  

第４章 水道事業の現状と課題 

   

安威配水池 

山手台高区配水池 

山手台低区配水池 

泉原配水池 

やまぶき高区配水池 あかね配水池 

やまぶき低区配水池 

やまぶき中区配水池 

あさぎ配水場 

名神高速 

花園配水場 

豊川配水池 

西穂積配水場 

相互連絡管（企業団） 

相互連絡管（箕面市） 

相互連絡管（箕面市） 

災害対策連絡管 

災害対策連絡管 

春日丘公園 

上穂積公園 

相互連絡管（吹田市） 

西河原公園 

中央公園 

水尾公園 

桑田公園 東雲運動広場 

相互連絡管（高槻市） 

相互連絡管（高槻市） 
災害対策連絡管 

若園公園 

島ふれあい公園 相互連絡管（摂津市） 

■図表 4-27 応急給水拠点等の整備状況 

2021 年度（令和 3 年度）現在 

新名神高速 
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第４章 水道事業の現状と課題 

④テロ対策 
人為的な不測の事態に備えた危機管理上の対策とし

て、外部からの異物投入等を防御するため、2018 年度

（平成 30年度）から十日市浄水場内の開口池（着水井、

ろ過池、排水排泥池等）の上部に覆
ふく

蓋
がい

39板を設置する工

事を進めています。 

また、すべての水道施設に対して、民間の警備会社に

よる防犯警備装置を導入し、施設内への不法侵入を瞬時

に察知して現場へ緊急出動する体制を確保しています。  
⑤バックアップ体制 

通常時、花園配水場配水区域及び安威・山手台配水池配水区域については、村野浄水場

（大阪広域水道企業団）と十日市浄水場自己水からの水源で配水しています。 

企業団の奈佐原分岐からの受水が停止した場合においても、企業団の十日市分岐から

の受水と十日市浄水場自己水で花園配水場配水区域及び安威・山手台配水区域への配水

を継続することが可能となりました。（その 1） 

また、村野浄水場からの受水がすべて停止した場合においても、2019 年度（令和元年

度）に西穂積配水場との系統間連絡を行ったことにより、三島浄水場（大阪広域水道企業

団）からの受水と十日市浄水場自己水で、花園配水場配水区域及び安威・山手台配水区域

への配水を継続することが可能となりました。（その 2） 

引き続き、複数受水系統の確保や断水が懸念される配水区域へのバックアップ体制を

構築することが必要です。                
39【覆蓋（ふくがい）】着水井や沈でん池など開口池を覆う蓋のこと。 

 

対策一例 覆蓋の設置（十日市浄水場） 

課 題 課題 4-⑤ 引き続き、複数受水系統の確保や断水が懸念される配水区域への

バックアップ体制を構築することが必要です。 

 

 

 

これまでの

取り組み 

・2018 年度（平成 30 年度）から十日市浄水場内の開口池の上部に覆蓋板を設

置する工事を進めています。 

・花園配水区域について、2019 年度（令和元年度）に西穂積配水場との系統間 

連絡を行うことにより、3 つの水源（十日市浄水場自己水及び大阪広域水道 

企業団村野浄水場・三島浄水場）からの配水が可能となりました。 

・安威・山手台配水区域については、2021 年度（令和 3 年度）、十日市浄水場

を経由せずに西穂積配水場から安威配水池へ送水できるルートを確保する

ことが可能となりました。 

（2018～2021 年度） 
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第４章 水道事業の現状と課題 

   

■図表 4-28 バックアップの概略図 
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第４章 水道事業の現状と課題 

（３）応急給水・復旧体制 

2018 年（平成 30 年）6 月に「大阪北部地震」が発生し、本市においては、配水管の被害

は無かったものの、10,000 棟を超える住宅が被害を受けました。また、同年 9 月には、台風

21 号が上陸し、強風で電柱が折れるなどにより、広範囲で停電が発生しました。 

2019 年度（令和元年度）以降は、新型コロナウイルス感染症により、非接触や人と人との

距離が求められるなど、職員の業務体制に大きな制約を受けています。 

このような不測の事態に対応するために、本市では、危機管理のための各種マニュアルを

策定しています。今後も引き続き、感染症等の新たなリスク要因への対応策を検討していく

ことが必要です。 

2021 年（令和 3 年）3 月には、市地域防災計画に合わせて、水道部危機管理マニュアルの

見直しを行い、配備体制の変更や想定被害の追加などを行いました。重要給水施設について

は警察署や市役所などが加わり、全 29 施設から 41 施設に増加しました。 

応急給水や復旧に必要な資機材 40 の備蓄を行うとともに、大阪府や大阪広域水道企業団、

府内水道事業体との災害時相互応援協定や市内の協力団体や一部委託業者との応急給水・応

急復旧等に関する応援協定を締結しており、大規模災害を想定した協力関係の構築に努めて

います。 

さらに、災害対応機器の定期点検、職員による災害対応訓練や本市独自の応急給水・応急

復旧訓練を実施するほか、日本水道協会や大阪広域水道企業団との合同防災訓練にも参加し、

情報伝達訓練及び応援給水訓練を行い、災害時即応体制の確立を図っています。 

今後、応援協定を締結している委託業者等との災害時協力体制の充実や職員による災害対

応訓練の継続的な実施を行うことが必要です。 

   
マニュアル名称 

茨木市地域防災計画（2023年（令和5年）3月） 

茨木市業務継続計画 第 3 版（2022年（令和4年）3月） 

茨木市受援計画（2022 年（令和 4 年）3 月） 

茨木市水道部危機管理マニュアル（改訂版）（2021年（令和3年）3月） 

茨木市水道部新型インフルエンザ対策事業継続計画（2009年（平成21年）10月） 

茨木市水安全計画 第 4版（2021年（令和3年）4月） 

■図表 4-29 危機管理のための主なマニュアル 

40【応急給水や復旧に必要な資機材】運搬給水用車載タンクや給水袋、掘削用重機、復旧用管材など。これらの備蓄量については、平常時

における修繕のほか、他都市等からの応援が到着するまでの間に職員や協力団体が行う応急活動に必要となる数量を基準としている。 
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第４章 水道事業の現状と課題 

 

  

課 題 課題 4-⑥ 今後、応援協定を締結している委託業者等との災害時協力体制の

充実や職員による災害対応訓練の継続的な実施を行うことが必要

です。 

課題 4-⑦ 今後も引き続き、感染症等の新たなリスク要因への対応策を検討

していくことが必要です。 

 

これまでの

取り組み 

・水道部危機管理マニュアルの見直しを行いました。 

・応急給水や復旧に必要な資機材の備蓄を行うとともに、近隣事業体との災害

時相互応援に関する協定の締結、応急給水・応急復旧訓練の実施など危機管

理体制の確立を図りました。 
（2018～2021 年度） 
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第４章 水道事業の現状と課題 

５ お客さまサービス 

（１）水道料金収納・問い合わせ 

水道料金収納業務 41では、2020 年（令和 2 年）4 月から、口座振替や金融機関での窓口納

付に加えて、コンビニ収納を活用したスマートフォンアプリ（LINEPay、PayPay など）のキャ

ッシュレス決済を導入し、水道料金の支払方法の多様化を図り、お客さまの利便性を高めて

います。 

受付・案内業務では、水道に関する不具合などのご相談の受付を 24 時間体制で実施し、

2017 年度（平成 29 年度）からは、開・閉栓等の手続きを WEB 受付しています。 

水道事業に対する満足度がより高まるよう窓口業務や水道料金の支払いなど、お客さまと

直接接点のある各種サービスを中心に、今後も利便性の向上を図ることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

（２）広報・広聴活動 

お客さまに水道に関する様々な情報をお知らせするため、水道パンフレット「茨木市の水

道」や市広報誌「広報いばらき」、ホームページなど様々な媒体により情報提供を行っていま

す。 

また、2019 年（令和元年）5 月には、立命館大学

大阪いばらきキャンパスで開催された「いばらき×

立命館 DAY」のイベントに出展し、水道水とミネラル

ウォーターを飲み比べる「利き水」、ウォーターバル

ーンから給水袋への給水実演、耐震管模型やパネル

展示などを通じて、安全でおいしい水道水、災害時

における備えの重要性、地震に負けない水道管を PR

しました。 

そのほか、2021 年（令和 3 年）11 月には、オンラ

イン開催された「いばらき環境フェア 2021」に出展し、コロナ禍の中、水道事業の PR を行い

ました。 

 

  

ウォーターバルーンから給水袋への給水実演 

「いばらき×立命館 DAY」（2019 年 5 月） 

 

これまでの

取り組み 

課 題 
・2020 年（令和 2年）4月からスマートフォンアプリ（LINEPay、PayPay な

ど）のキャッシュレス決済を導入し、お客さまの利便性を高めています。 

課題 5-① お客さまと直接接点のある各種サービスを中心に、今後も利

便性の向上を図ることが必要です。 

（2018～2021 年度） 

41【水道料金収納業務】上下水道の使用料をあわせて徴収している。そのうち、上水道料金が給水収益となる。 
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第４章 水道事業の現状と課題 

アンケート調査によると、水道について関心のある項目では、「水道水の安全性向上への取

り組み」、「水道料金に関すること」、「水質に関すること」、「地震対策などの災害対策への取

り組み」などの関心が高くなっています。 

また、災害時に知りたい情報としては、「応急給水の場所・日時について」や「水道の復旧

見込みについて」が望まれています。 

これからも水道事業にご理解とご協力をいただくためには、水道事業が抱えている課題を

はじめ、水道水の安全性やおいしさ、災害対策などについて、様々な媒体・機会を通じて、わ

かりやすく積極的に情報発信することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（2021 年度茨木市水道事業に関するアンケート調査結果より） 

 

これまでの

取り組み 

課 題 
・2019 年（令和元年）立命館大学大阪いばらきキャンパスで開催された「いば

らき×立命館 DAY」のイベントに出展しました。 

・2021 年（令和 3年）オンライン開催された「いばらき環境フェア 2021」に出

展しました。 

課題 5-② 水道水の安全性やおいしさ、災害対策などについて、様々な媒体・ 

機会を通じて、わかりやすく積極的に情報発信することが必要です。 

（2018～2021 年度） 

88.5%

50.5%

36.1%

79.8%

46.6%

0.0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

応急給水の場所・日時について 市内の断水地域について

水道施設の被害状況について 水道の復旧見込みについて

水道水の安全性について その他

62.0%

56.8%
57.9%

26.4%

39.0%

51.8%

17.3%

11.0%

19.1%

4.5% 2.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

水道水の安全性向上への取り組み 水質に関すること

水道料金に関すること 水道工事の予定（日時、断水時間など）

水道の故障や水漏れなどの対応や問い合わせ先 地震対策などの災害対策への取り組み

水道事業の経営状況について 今後の事業計画について

水道施設の整備状況について イベント情報

その他

■図表 4-31 災害時に知りたい情報  ■図表 4-30 水道について関心のある項目 
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第４章 水道事業の現状と課題 

（３）お客さまのニーズ 

本ビジョン・経営戦略を改定するにあたり、2021 年度（令和 3 年度）においても、アンケ

ート調査を実施し、多くの回答をいただきました。 

図表 4-32 の本市が今後優先すべき取り組みでは、「安全でおいしい水の提供」、「災害に強

い水道づくり」を多くの方が望まれており、今後とも安全でおいしい水の提供を持続すると

ともに、水道施設の耐震化など災害対策を進めていく必要があるといえます。また、「経営の

効率化」、「環境保全への貢献」などについても望まれており、安全・強靭面に加え、水道事業

の持続や環境保全に関する取り組みも進めていく必要があるといえます。 

図表 4-33 の充実すべき水道サービスでは、「インターネットによる各種届け出の受付など

の利便性」や「各業務の問い合わせ先を 1 か所にまとめる」といった内容が求められており、

さらなる利便性の向上を目指していく必要があるといえます。 

今後の事業環境によるお客さまのニーズの変化を把握し、水道サービスに反映できる仕組

みを構築していくとともに、今後の施策の見直しにも活用することが必要です。 

 

 

  

■図表 4-32 本市が今後優先すべき取り組み 

課 題 課題 5-③ お客さまから今後とも災害に強い水道づくりの継続を求められて 

います。 

課題 5-④ お客さまから今後とも安全でおいしい水の提供の持続を求められ 

ています。 

95.0% 93.8%

19.7%

40.9%

26.2%
31.5%

0.3%
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

安全でおいしい水の提供 災害に強い水道づくり

お客さまサービスの向上 経営の効率化

広域化の推進 環境保全への貢献

その他

29.6%
31.9%

16.8%
19.4%

9.9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

各業務の問い合わせ先を１ヶ所にまとめる

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる各種届け出の受付など利便性の向上

水道ﾓﾆﾀ-制度などによるお客さまとのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの充実

各種ｲﾍﾞﾝﾄの開催や水道広報紙などによる広報活動の充実

その他

■図表 4-33 充実すべき水道サービス 

（2021 年度 茨木市水道事業に関するアンケート調査結果より） 

（複数回答） （複数回答） 
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６ 環境への配慮 
水道事業は日本の総電力量の約 0.8％を消費しているエネルギー消費産業であり、国が定

める CO2 排出量の削減目標を達成するため、省エネルギー機器への更新や再生可能エネルギ

ーの普及等の環境対策の実施により CO2 排出量の削減に努めてきましたが、国が定める目標

には不十分であり、新たな対策が必要な状況です。 

（１）CO2排出削減への取り組み 

主な環境対策として、企業団水の受水圧力を有効活用した配水区域の拡張、ポンプを使用

しない自然流下系統の拡大、省エネ型ポンプ設備の導入やポンプ制御の適正化等に取り組ん

できました。今後の水道施設更新では、より効果的な CO2削減の対策等を進めることが必要で

す。 

また、十日市浄水場の中央監視室に導入している総合水運用管理システムにより、日々刻々

と変化する水需要を計算機で予測し、受水量、送水量、配水池の水位などを最適にコントロ

ールしながら、効率的な水運用を行っています。 

これらの事業により、配水に使用する電力などのエネルギー消費量は類似団体や北摂地域

の中でも少なくなっています。（資料編 P,99 参照） 

（２）再生可能エネルギーの導入促進  

再生可能エネルギー42の導入促進を目的に、水道施設の

空地や屋根などを有効活用し、太陽光パネルの設置場所

として太陽光発電事業者に有償で貸し出す事業を行って

います。引き続き、再生可能エネルギーの導入を進めるこ

とが必要です。 

 

（３）廃棄物の抑制とリサイクルの推進  

現在、水道工事で生じる建設廃棄物（アスファルト塊など）のリサイクルの推進を図るた

めに、工事請負業者に対するリサイクル指導を行っています。その結果、2010 年度（平成 22

年度）以降、建設廃棄物のリサイクル率は、100％を維持しています。 

また、「茨木市グリーン調達方針」に基づき、リサイクル材を使用するなど、環境に配慮し

た物品調達を行っています。最終的に出る廃材については、リサイクルを実施し、リサイク

ル率を向上させるよう取り組んでいます。  

42【再生可能エネルギー】石油・石炭などの化石燃料や原子力と比べて、資源が枯渇しないで自然環境の中で繰り返し起こる現象から

取り出すエネルギーのこと。水道事業での導入事例が多いものとしては、太陽光発電、中小規模水力発電などが挙げられる。 

西穂積配水場の太陽光パネル 
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第４章 水道事業の現状と課題 

これまでの

取り組み 

・企業団水の受水圧力を有効活用した配水区域の拡張、ポンプを使用しない自

然流下系統の拡大、省エネ型ポンプ設備の導入やポンプ制御の適正化等に取

り組んできました。 

・十日市浄水場の中央監視室に導入している総合水運用管理システムでは受水

量、送水量、配水池の水位などを最適にコントロールしながら、効率的な水運

用を行っています。 

・太陽光発電事業者に水道施設の空地や屋根を有償で貸し出す事業を行ってい

ます。 

・水道工事で生じる建設廃棄物のリサイクル指導を行っており、建設廃棄物の

リサイクル率 100％を維持しています。 

課 題 課題 6-① 引き続き、より効果的な CO2 排出削減の対策等を進めることが必

要です。また、再生可能エネルギーの導入を進めることが必要で

す。 

 

（2018～2021 年度） 
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第４章 水道事業の現状と課題 

７ 経営 

（１）水道料金 

水道事業は、お客さまからいただいている水道料金の収入（給水収益）で経営しており、

様々な事業費は原則すべて水道料金で賄われています。 

給水収益について、2020 年度（令和 2 年度）をのぞき、有収水量及び給水収益ともに、横

ばい傾向を示しており、安定して確保できています。2020 年度（令和 2 年度）については、

有収水量は増加したものの、市民生活における新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、

水道料金の基本料金を減額したことにより、給水収益は前年とほぼ横ばいを示しています。 

なお、本市の水道料金は、大阪府内の他事業体と比較して安価となっています。一方、給

水収益は人口減少や節水機器の普及等により今後減少していくことが予想されます。 

将来にわたって財源を確保するために、事業環境に対応した適正な料金体系のあり方を検

討することが必要です。 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

  

■図表 4-34 給水収益と有収水量の推移  ■図表 4-35 1 か月あたり家庭用料金＜20m3＞  
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課 題 課題 7-① 将来にわたって財源を確保するために、事業環境に対応した適正

な料金体系のあり方を検討することが必要です。 
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第４章 水道事業の現状と課題 

（２）資金の確保 

現在、2つの浄水場、23の配水施設、8つの送

水施設のほか、約 800km の管路を保有しており、

現在の建設費に換算すると、2021 年度（令和 3 年

度）の総資産額は約 1,350 億円になります。また、

管路は総資産額全体の 82％を占めており、次い

で土木施設が 7％になります。 

これまで、水道施設の統廃合や老朽管の更新を

計画的に進めてきましたが、資産の大半を占める

管路については、仮に法定耐用年数の 40 年を

更新基準とした場合、今後、更新需要は年々増

加していき、2034 年度（令和 16 年度）にピー

クを迎えると予想されます。 

現有資産を法定耐用年数で更新した場合、

2023 年から 2072 年（令和 5 年から令和 54 年）の 50 年間に、年平均で 36.8 億円の費用が必

要となります。これは、2021 年度（令和 3 年度）の更新事業費の約 19.6 億円の約 1.9 倍の費

用に相当します。これらの更新需要を全て水道料金で賄うとなれば、40年以上の長期間使用

する水道施設や管路の整備費を一世代のお客さまに負担していただくことになり、負担の不

公平感が生じます。したがって、企業債 43 を活用するなど、将来世代との負担の公平性を確

保していかなければなりません。 

また、旧山手台送水ポンプ場跡地を売却するなど、統廃合により廃止した水道施設用地に

ついて、売却処分を行い、収入の確保に努めてきました。 

今後は、更新需要が増加していくことから、効率的な事業経営を行いつつ、将来の給水人

口や給水収益を見据え、企業債の活用や廃止施設の利活用など財源の確保に努めることが必

要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

43【企業債】地方公営企業（水道事業など）が建設事業等に必要な資金を調達するために国などから借り入れる借入金のこと。 

課 題 課題 7-② 将来世代との負担の公平性を考慮した企業債の借入や廃止施設の 

利活用の検討を行い、財源の確保に努めることが必要です。 

課題 7-③ 今後、更新需要が増加していくことから、効率的な事業経営を行 

うことが必要です。 

建築 31.5 億円（2％） 

土木 88.6 億円（7％） 

機械 35.1 億円（3％） 

電気・計装 

87.7 億円（6％） 

管路 1,106.6 億円 

（82％） 

水道資産 
1,349.5 

億円 

■図表 4-36 水道資産内訳※ 

（現在価格に換算） 

（2021 年度(令和 3 年度)） 

※更新費用の単価の見直しにより、前回ビジョン（H30
策定）と比較して、総資産額が変動しています。 
 

これまでの

取り組み ・旧山手台送水ポンプ場の跡地を、売却しました。 
（2018～2021 年度） 
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第４章 水道事業の現状と課題 

（３）組織体制・人材育成 

水道部では管理者を含め、総務課、営業課、工務課、浄水課の 4 課による組織体制で事業

を運営しており、2021 年度（令和 3 年度）現在、68 名の職員（会計年度任用職員を除く）が

在籍しています。 

職員一人当たりの給水収益は、他事業体と

比較すると高くなっており、効率的に事業を

運営できているといえます。 

一方、職員の年齢構成は 2021 年度（令和

3 年度）末で 50 歳代以上の職員の割合が約

60％となっており、今後 10 年間に水道事業

を支えてきた熟練職員の大量退職に直面す

ることになります。 

そのことを踏まえ、技術継承可能な組織体制

を目指すため、定年退職者の補充に若手職員を

充て、年齢構成の平準化に努めるなど、人員配置の見直しを行ってきました。 

また、水道施設の運営に関する専門的な知識や経験を有する職員の育成のため、OJT44や内

部研修会の開催、日本水道協会などが開催する外部研修会の有効活用などにより、専門的な

技術や知識の習得に努めてきました。 

今後とも、水道事業を維持・継続していくた

めには、熟練職員がこれまでに培った技術やノ

ウハウを次世代の職員に確実に継承できるよ

う、職員の適正な配置や年齢構成の平準化を図

っていくとともに、熟練職員の退職によって技

術力が低下しないよう、技術力の継承・向上の

ため、計画的に人材を育成していくことが必要

です。 

 

      

■図表 4-37 職員一人当たりの給水収益 

算出式「給水収益÷損益勘定所属職員数」 

課 題 課題 7-④ 職員の適正な配置や年齢構成の平準化を図っていくとともに、技術力

の継承・向上のため、計画的に人材を育成していくことが必要です。 

■図表 4-38 年齢別職員構成 

（2021 年度（令和 3 年度）） 

44【OJT】「On the Job Training」の略称で、新人や未経験者に対して、実務を体験させながら仕事を覚えてもらう教育手法 

50 歳以上の職員が約 60％ 

今後 10 年間で大量退職 
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第４章 水道事業の現状と課題 

（４）広域連携の状況 

水道の広域連携には、事業の統合や経営の一体化といった垂直統合と業務の共同化といっ

た水平連携があります。 

国では、2019 年（令和元年）10 月に改正された水道法で、都道府県に対し、広域連携の推

進を含む水道の基盤を強化するための基本方針として、2022 年度（令和 4年度）末までに「水

道広域化推進プラン」の策定及び公表を求めています。 

大阪府では、2012 年（平成 24 年）3 月に『大阪府水道整備基本構想（おおさか水道ビジョ

ン）』において、将来的な府域水道事業の統合に向けたロードマップを示し、大阪広域水道企

業団を核とした広域連携を推進し、最終目標として、大阪府下 43 市町村の水道事業が一つの

事業体になる「府域一水道」の実現を掲げていることから、2018 年（平成 30 年）「府域一水

道に向けた水道のあり方協議会」を設置し、施設の最適配置や統廃合など、持続可能な府域

水道事業の構築に向けた検討を行い、その成果を検討報告書としてまとめ、これをもって、

「大阪府水道広域化推進プラン」として位置づけています。 

本市においては、垂直統合となる大阪広域水道企業団との統合について、老朽化施設の更

新による経営への影響が大きい団体や比較的小規模な団体は、財政面や組織体制面において

統合メリットを見出しやすい反面、整備水準が整い、水道料金が安い一定規模の団体にとっ

ては、統合メリットを見出すことは容易ではないと考えています。本市では、今後とも、市

民にとってメリットとなるような、他事業体との連携について検討することが必要です。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■図表 4-39 「府域一水道」大阪府の統合状況 

2022 年（令和 4 年）9 月現在 

2017 年度（平成 29 年度）から統合した 3 団体 

 四條畷市、太子町、千早赤阪村 

2019 年度（令和元年度）から統合した 7 団体 

 泉南市、阪南市、豊能町、能勢町、忠岡町、 

 田尻町、岬町 

 ※能勢町は、2024 年度（令和 6 年度）から 

 

2021 年度（令和 3 年度）から統合した 4 団体 

 藤井寺市、大阪狭山市、熊取町、河南町 

2024 年度（令和 6 年度）から統合予定の 7 団体 

 岸和田市、八尾市、富田林市、和泉市、 

柏原市、高石市、東大阪市 

課 題 課題 7-⑤ 他事業体との連携について検討することが必要です。 
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第４章 水道事業の現状と課題 

 

８ 課題の整理 
水道事業の課題について、厚生労働省の新水道ビジョンにおける「安全」「強靭」「持続」の

3 つの観点から整理すると以下のとおりとなります。  

  

持 

続 

5.お客さま 

サービス 
課題 5-① 

お客さまと直接接点のある各種サービスを中心に、今後も利便性の向上を図るこ

とが必要です。 

課題 5-② 
水道水の安全性やおいしさ、災害対策などについて、様々な媒体・機会を通じ

て、わかりやすく積極的に情報発信することが必要です。 

6.環境への 

配慮 
課題 6-① 

引き続き、より効果的な CO2排出削減の対策等を進めることが必要です。また、

再生可能エネルギーの導入を進めることが必要です。 

7.経営 
課題 7-① 

将来にわたって財源を確保するために、事業環境に対応した適正な料金体系のあ

り方を検討することが必要です。 

課題 7-② 
将来世代との負担の公平性を考慮した企業債の借入や廃止施設の利活用の検討を

行い、財源の確保に努めることが必要です。 

課題 7-③ 
今後、更新需要が増加していくことから、効率的な事業経営を行うことが必要で

す。 

課題 7-④ 
職員の適正な配置や年齢構成の平準化を図っていくとともに、技術力の継承・向

上のため、計画的に人材を育成していくことが必要です。 

課題 7-⑤ 他事業体との連携について検討することが必要です。 

強 

靭 

1.給水人口

と水需要の

動向 

課題 1-① 
今後、水道施設の更新の際には、水需要の減少に応じた施設の適正配置及び長寿命

化を検討することが必要です。 

3.水道施設 

 
課題 3-① 今後も自己水の安定的な水量を確保することが必要です。 

課題 3-② 
引き続き、将来を見据えた施設規模の適正化を図るために、水道施設の統廃合を

行うことが必要です。 

課題 3-③ 
今後、耐用年数を超える管路が年々増加する状況にあり、管路更新を継続的に進

めることが必要です。 

4.危機管理 課題 4-① 引き続き、耐震管の整備を順次行うことが必要です。 

課題 4-② 
十日市浄水場においては、河川の氾濫等により重大な被害を受けるリスクを有し

ているため、浸水に備えることが必要です。 

課題 4-③ 重要給水施設に対する応急給水体制を確立することが必要です。 

課題 4-④ 今後も、飲料水の備蓄の必要性について、継続して周知することが必要です。 

課題 4-⑤ 
引き続き、複数受水系統の確保や断水が懸念される配水区域へのバックアップ体

制を構築することが必要です。 

課題 4-⑥ 
今後、応援協定を締結している委託業者等との災害時協力体制の充実や職員によ

る災害対応訓練の継続的な実施を行うことが必要です。 

課題 4-⑦ 
今後も引き続き、感染症等の新たなリスク要因への対応策を検討していくことが

必要です。 

課題 5-③ お客さまから今後とも災害に強い水道づくりの継続を求められています。 

安

全 

2.水質管理 

 
課題 2-① 引き続き、水質の安全管理を徹底し、水道水の安全性を確保することが必要です。 

課題 2-② 貯水槽水道の点検調査や改善指導を継続することが必要です。 

課題 2-③ 今後も鉛製給水管の早期更新に向け、継続的に整備を行うことが必要です。 

5.お客さま 

サービス 
課題 5-④ お客さまから今後とも安全でおいしい水の提供の持続を求められています。 

■図表 4-40 課題の整理 
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 第５章 茨木市水道事業の目指す将来像と今後の施策 

第５章  

茨木市水道事業の目指す将来像と今後の施策 

１ 目指す将来像と基本目標 
本市水道事業では、50年先の未来においても、お客さまに安全で安心できると信頼される

水道であり続けるよう、2018 年（平成 30 年）4月に策定した『茨木市水道事業ビジョン』で

基本理念（将来像）を“安全と信頼を未来につなぐ水道の実現”と掲げました。さらに、目指

すべき将来像を実現するため、今後対処すべき様々な課題に挑戦するにあたり、取り組みの

方向性を示す基本目標を設定しました。 

本ビジョン・経営戦略においても、この大切な理念・基本目標を継承し、これらの基本目

標に関連する施策の推進を通じ、お客さまとの信頼関係をもとに、水道事業へのさらなるご

理解を得られるよう、努めていきます。 

 

■図表 5-1 目指す将来像と基本目標 

 

レイで安全な水 をお届けします   安全 
キ すべてのお客さまが、いつでもどこでも安全においしく 

飲める水道水を、将来に渡ってお届けします。 

 

バラキ（茨木）の水道は イ 

ランスの取れた事業経営 で 持続 バ 
将来予測される給水人口や給水量が減少した状況におい 

ても、健全かつ持続可能な水道を実現します。 

イフラインとして必要な強さ を備え 強靭 ラ 
自然災害等による被害を最小限にとどめ、被災した場合 

であっても迅速に復旧できる、強くしなやかな水道を実 

現します。 

安全と信頼を未来につなぐ水道の実現 (基本理念) 

(基本目標) 
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２ ＳＤＧｓ達成に向けた施策の推進 
「第 5 次茨木市総合計画後期基本計画」（2020 年（令和 2年）1 月策定）では、市民、事業

者、団体などの様々な主体の SDGs45 に対する理解を深めるとともに、さらなる連携を促し、

施策を推進しています。 

本ビジョン・経営戦略も同様に、SDGs が掲げる 17 の目標を施策ごとに位置付け、整理を行

い、施策に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
SDGs が掲げる 17 の目標のうち、本ビジョン・経営戦略で設定した 3 つの基本目標「安全」

「強靭」「持続」に該当する項目を抽出し、SDGs との関連性を整理します。 

    
    
6  安全な水とトイレを世界中に 7  エネルギーをみんなにそしてクリーンに 

11 住み続けられるまちづくりを 12 つくる責任つかう責任 

13 気候変動に具体的な対策を 16 平和と公正をすべての人に 

17 パートナーシップで目標を達成しよう  

45【SDGｓ（エス・ディー・ジー・ズ）】Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略称。2015 年の 9 月の国連サミットに

おいて採択された国際目標で、「誰一人残さない」持続可能で多様性・包括性のある社会の実現のため、2030 年を期限とした 17 の目

標、169 のターゲット、232 の指標が定められている。先進国・発展途上国は関係なく、また、自治体や企業など様々な主体が取り組む

べきとされる世界的な目標。 

■図表 5-2 ＳＤＧｓ17の目標 

■図表 5-3 本ビジョン・経営戦略に関連のある SDGs の目標 
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第５章 茨木市水道事業の目指す将来像と今後の施策 

３ 今後対処すべき課題と施策の体系図  
第 4 章「水道事業の現状と課題」において、今後対処すべき課題を厚生労働省の新水道ビ

ジョンにおける「安全」「強靭」「持続」の 3 つの観点から整理すると以下のとおりとなりま

す。 

また、課題に基づき目指すべき将来像を実現するため定めた基本目標及び具体的施策につ

いて体系図を右記に示します。 

 

  

経営について 

7.経営 課題 7-① 

P,42 

将来にわたって財源を確保するために、事業環境に対応した適正な料

金体系のあり方を検討することが必要です。 

 

課題 7-② 

P,43 

将来世代との負担の公平性を考慮した企業債の借入や廃止施設の利活

用の検討を行い、財源の確保に努めることが必要です。 

課題 7-③ 

P,43 

今後、更新需要が増加していくことから、効率的な事業経営を行うこ

とが必要です。 

課題 7-⑤ 

P,45 
他事業体との連携について検討することが必要です。 

お客さまサービスについて 

5.お客さま 

サービス 

課題 5-① 

P,37 

お客さまと直接接点のある各種サービスを中心に、今後も利便性の向

上を図ることが必要です。 

 

課題 5-② 

P,38 

水道水の安全性やおいしさ、災害対策などについて、様々な媒体・機

会を通じて、わかりやすく積極的に情報発信することが必要です。 

組織体制について 

7.経営  課題 7-④ 

P,44 

職員の適正な配置や年齢構成の平準化を図っていくとともに、技術力

の継承・向上のため、計画的に人材を育成していくことが必要です。 

 

環境への配慮について 

6.環境への 

配慮 
課題 6-① 

P,41 

引き続き、より効果的な CO2排出削減の対策等を進めることが必要で

す。また、再生可能エネルギーの導入を進めることが必要です。 

 

■図表 5-4 今後対処すべき課題（持続） 

 

施策 1 

施策 2 

施策 3 

施策 4 
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お客さまサービスの向上 

1-1 より一層のお客さまの利便性の向上 P,53 

1-2 効果的かつ積極的な広報・広聴活動 P,54 

経営基盤の強化 

2-1 更新需要の増加に対する財源の確保 P,55 

2-2 より一層の経営の効率化 P,55 

組織体制の強化 

3-1 計画的な人材育成による技術力の継承・向上 P,56 

環境への配慮 

4-1 CO2排出削減と再生可能エネルギーの導入促進 P,57 

イ バラキ（茨木）の水道が取り組む具体的施策 

(基本目標) 

バ ランスの取れた事業経営 持続 

■図表 5-5 具体的施策（持続） 

 

施策 1 

施策 2 

施策 3 

施策 4 
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第５章 茨木市水道事業の目指す将来像と今後の施策 

 

 

水道施設について 

1.給水人口と水

需要の動向 

課題 1-① 

P,10 

今後、水道施設の更新の際には、水需要の減少に応じた施設の適正

配置及び長寿命化を検討することが必要です。 

 

3.水道施設 

 

課題 3-① 

P,16 
今後も自己水の安定的な水量を確保することが必要です。 

課題 3-② 

P,23 

引き続き、将来を見据えた施設規模の適正化を図るために、水道施

設の統廃合を行うことが必要です。 

課題 3-③ 

P,24 

今後、耐用年数を超える管路が年々増加する状況にあり、管路更新

を継続的に進めることが必要です。 

危機管理について 

4.危機管理 課題 4-① 

P,29 
引き続き、耐震管の整備を順次行うことが必要です。 

 

5.お客さま 

サービス 

課題 5-③ 

P,39 

お客さまから今後とも災害に強い水道づくりの継続を求められてい

ます。 

4.危機管理 課題 4-② 

P,29 

十日市浄水場においては、河川の氾濫等により重大な被害を受ける

リスクを有しているため、浸水に備えることが必要です。 

 

課題 4-③ 

P,31 
重要給水施設に対する応急給水体制を確立することが必要です。 

課題 4-④ 

P,31 

今後も、飲料水の備蓄の必要性について、継続して周知することが

必要です。 

課題 4-⑤ 

P,33 

引き続き、複数受水系統の確保や断水が懸念される配水区域へのバ

ックアップ体制を構築することが必要です。 

課題 4-⑥ 

P,36 

今後、応援協定を締結している委託業者等との災害時協力体制の充

実や職員による災害対応訓練の継続的な実施を行うことが必要で

す。 

課題 4-⑦ 

P,36 

今後も引き続き、感染症等の新たなリスク要因への対応策を検討し

ていくことが必要です。 

水質について  

2.水質管理 

 

課題 2-① 

P,13 

引き続き、水質の安全管理を徹底し、水道水の安全性を確保するこ

とが必要です。 

 

課題 2-② 

P,14 
貯水槽水道の点検調査や改善指導を継続することが必要です。 

課題 2-③ 

P,15 

今後も鉛製給水管の早期更新に向け、継続的に整備を行うことが必

要です。 

5.お客さま 

サービス 

課題 5-④ 

P,39 

お客さまから今後とも安全でおいしい水の提供の持続を求められて

います。 

■図表 5-6 今後対処すべき課題（強靭及び安全） 

 

施策 6 

施策 5 

施策 7 

施策 8 
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水道施設の適切な維持及び更新  

5-1 自己水源の安定的な水量の確保  P,58 

5-2 水道施設の適正配置及び長寿命化 P,59 

5-3 管路更新など継続的な老朽化対策の推進 P,62 

水道施設の耐震化の推進  

6-1 耐震管の整備 P,66 

危機管理体制の強化  

7-1 応急給水及び復旧体制の強化 P,68 

7-2 災害時におけるお客さまとの連携 P,69 

7-3 危機管理に対するさらなる取り組みの推進 P,70 

水質管理の充実と強化  

8-1 安全な水道水の提供 P,71 

8-2 給水栓における水質保持 P,72 

キ レイで安全な水の供給 安全 

強靭 ラ イフラインとして必要な強さの確保  

■図表 5-7 具体的施策（強靭及び安全） 

 

施策 5 

施策 8 

施策 6 

施策 7 
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４ 今後の施策  

（１）バランスの取れた事業経営 

 

将来にわたり安全で安心できる水道事業を持続していくためには、お客さまのご理解とご

協力が欠かせません。積極的な情報発信や時代とともに変化していくお客さまのニーズの的

確な把握など、双方向コミュニケーションを推進することで、お客さまサービスの向上に努

めていきます。 

施策 施策 1-1：より一層のお客さまの利便性の向上 

施策内容 

① 新たなサービスの導入に向けた取り組み 

お客さまの利便性の向上を図るため、スマートメーターについて、先進市の動向を

注視しつつ、課題等の検証を行い、導入に向けた取り組みを進めます。 

 

  

 

 

 

 

 

  

施策 １  お客さまサービスの向上 持続 

■図表 5-8 スマートメーター導入イメージ 

スマートメーターとは、現地に行かなくても無線や有線で水道使用量データが

サーバーに送られてくることにより、水道使用量をリアルタイムで自動検針でき

るものです。 

スマートメーターを導入することにより、お客さまのメリットとして、下記のよ

うな効果が考えられます。 

 

スマートメーターってなに？？ 

・水道使用量の「見える化」 

・高齢者等の見守りサービスの提供 

・夜間割引などの多様な料金メニューの提供 

・漏水の早期発見 

 

遠隔検針 

分刻みで使用量
を把握 

料金請求 

水道部 
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施策 施策 1-2：効果的かつ積極的な広報・広聴活動 

施策内容 

① 広報活動の充実 

お客さまに安心して水道を利用していただくために、水質検査計画に基づく水質検

査結果などを掲載し、今後も見やすくわかりやすい情報提供に努めていきます。 

また、応急給水訓練、水道施設・管路の耐震化などの危機管理に対する取り組みや

応急給水拠点等について、ホームページなどで周知していきます。 

さらに、災害時の情報提供及び平常時からの防災情報提供については、市の危機管

理担当部局や広報担当部局と連携して対応していきます。 

ホームページについては、記載内容の検討・見直しを適宜行い、動画による事業の

紹介や応急給水訓練の様子など、実用的かつ魅力的なコンテンツの増加を図っていき

ます。 

今後も、広報誌、水道使用量・料金のお知らせ票のほか、SNS などお客さまに身近

な広報媒体を活用し、水道について関心の高い項目を中心に、情報発信を行っていき

ます。 

 

② 各種イベントの充実 

環境フェア等のイベントに出展し、水道事業の PR や給水車を用いた応急給水体験

を行っていきます。また、利き水体験などを通じて、安全でおいしい水道水の啓発活

動を行っていきます。 

水道事業の取り組みの関心や理解をより一層深めていただくために、内容の見直し

や開催手法等の検討を行い、各種イベントでの情報提供の充実を図っていきます。 

 

 

 

 水道管の耐震管模型の展示 

「いばらき×立命館 DAY」（2019 年 5 月） 

 

給水車からの給水実演 

「いばらき環境フェア 2020」（2020 年 11 月） 
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今後、水需要の減少や老朽化した施設、管路の更新費用の増加が見込まれることから、水

道事業の 50 年先を見据えて持続的に経営していくため、計画的な更新投資を行うとともに、

より一層の経営の効率化を行いながら適正に財源を確保するなど、経営基盤の強化に努めて

いきます。また、大阪府内の他事業体との連携を継続して検討していきます。 

施策 施策 2-1：更新需要の増加に対する財源の確保 

施策内容 

① 適正な財源の確保の検討 

水道事業の主な財源は、水道料金と企業債になります。企業債を増やすことで料金

の値上げを抑えることができますが、過度に企業債を増やすことは、将来世代に負担

を残すこととなります。将来世代との負担の公平性を考慮しつつ、災害等において、

収入が滞った場合でも支払い等を行うために必要な額として、1月あたりの最大支払

額を勘案して、資金残高を 13 億円以上と設定し、これまで以上に経営の効率化を行

いながら、今後の事業環境に対応した適正な料金体系のあり方について、検討を行っ

ていきます。 

また、新たな収入源として、廃止した水道施設用地について、今後も適正な価格で

の有償処分を原則としつつ、残存施設の撤去経費も含めたトータルコストを考慮し、

今後の利活用の方策を検討していきます。 

■目標 

資金残高：2032 年度 13 億円以上  
施策 施策 2-2：より一層の経営の効率化  

施策内容 

① 包括委託の推進 

経営の効率化を図るため、十日市浄水場中央運転監視業務やお客さま窓口業務につ

いて、包括委託を推進していきます。 

② 他事業体との連携の検討 

今後の大阪広域水道企業団との垂直統合の動向に留意しつつ、資材などの共同管理

等、大阪府内の他事業体との水平連携を図っていきます。 

 

施策 ２  経営基盤の強化 持続 
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今後、多くの熟練職員が退職を迎える状況において、長年培ってきた専門的な技術、知識

を次代の職員に継承しつつ、職員一人ひとりの能力を向上させる仕組みづくりを進め、組織

体制の強化を図っていきます。 

施策 施策 3-1：計画的な人材育成による技術力の継承・向上 

施策内容 

① 研修内容の充実 

引き続き、OJT、課内研修、水道技術に関する講義、現場作業などのマニュアル化（文

書化・映像化）を行い、情報共有します。 

また、経験年数や職階に応じ必要な研修の受講や勉強会などを通じて将来の水道事

業を担う人材の育成・確保に努めます。 

 

② 技術継承が可能な組織体制の構築 

偏った年齢構成になっている業務については、定期人事異動において、若手職員や

水道経験が浅い職員と熟練職員の人員配置を見直すなど、年齢構成の平準化を図り、

最適な組織体制の構築に努めていきます。 

   

施策 ３  組織体制の強化 持続 
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水道事業は、浄水場の運用や送配水などに多くの電力を使用しています。 

これまでも環境対策を推進してきましたが、今後ともエネルギーを消費する事業者の責務

として、CO2排出削減の推進や再生可能エネルギーの拡充、建設廃棄物の再利用促進など、環

境への配慮に努めていきます。 

施策 施策 4-1：CO2排出削減と再生可能エネルギーの導入促進 

施策内容 

① CO2 排出削減の推進 

各種設備の省エネルギー運用を心掛けていくとともに、ポンプ設備の更新時には、

消費電力が少ない高効率モーターを使用した省エネ型機器を積極的に採用するなどし

て、CO2排出削減の推進に貢献していきます。 

② 再生可能エネルギーの導入促進 

今後は、小水力発電設備の導入を推進し、環境負荷の低減に努めます。   

施策 ４  環境への配慮 持続 

■図表 5-9 小水力発電のイメージ 

 

小水力発電ってなに？？ 

小水力発電とは、一般河川、農業用水、砂防ダム、上下水道などにおける水の流れ

を利用し、水車を回すことで発電する方法です。 

上水道では、浄水場や配水場などの流入水の残存水圧を活用し、水車を回して、発

電します。 

発電した電気は、配電線を伝

わって各家庭へ送られます。 

小水力発電は、大型の水力発

電のように大規模土木工事を行

わないため、周囲の環境や生態

に影響を与えにくい点が大きな

メリットとされています。 

浄水場 

配水池 

小水力発電機 

残存水圧（余ったエネルギー）を有効活用 

水の流れ 

電気の流れ 

配電線 

各家庭 
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（２）ライフラインとして必要な強さの確保【強靭】 

 

自己水源の安定的な水量の確保に努めるとともに、アセットマネジメントに基づく水道施

設の統廃合や長寿命化対策などを考慮して、水道施設の適切な維持と効率的かつ効果的な水

道施設の更新に努めていきます。 

施策 施策 5-1：自己水源の安定的な水量の確保 

施策内容 

① 自己水源の安定的な水量の確保 

深井戸ごとの揚水量を常に記録しており、水量が減少傾向にある深井戸について

は、水中ポンプの交換などの維持管理を行っています。 

また、計画取水量（12,000m3/日）を確保するために、井戸の洗浄や浚渫、掘替え工

事などを計画的に実施し、取水量の回復に努めていきます。 

 

 

十日市浄水場 深度（m） 工事時期 

第 8 号取水井 300 
R5～R9 年度 

第 3 号取水井 280 

第 9 号取水井 200 
検討中 

第 2 号取水井 200 

 

■目標 

十日市浄水場（深井戸）の取水量：2032 年度 12,000m3/日   

施策 ５  水道施設の適切な維持及び更新 
強靭 

■図表 5-10 井戸の掘替え工事計画 
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施策 施策 5-2：水道施設の適正配置及び長寿命化 

施策内容 

① 適正配置の検討 

老朽化が進んでいる清阪浄水場及び清阪配水池については、電気計装設備の老朽化

状況に合わせて廃止し、下音羽配水池からの配水に切替えます。また、老朽化が進ん

でいる馬場中継ポンプ場及び梅原加圧ポンプ室については、彩都東部地区の進捗状況

に合わせて、泉原配水池からの配水に切替えます。 

将来の水需要を見据え、より一層の施設規模の適正化や水道施設の統廃合の可否に

ついて検討を行い、効率的かつ効果的な施設更新に努めていきます。 

 

 

対象施設 統合方法 実施状況 

清阪浄水場、清阪配水池 下音羽配水池との統合 
施設の老朽化状況に応じ

て統合予定 

馬場中継ポンプ場、梅原加圧

ポンプ室 
泉原配水池との統合 

彩都東部地区の開発内容

に合わせて廃止予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■目標 

統廃合する施設数：2032 年度 4 施設          

■図表 5-11 水道施設統廃合の状況とその効果 

 

統廃合前 
（2016 年度） 

統廃合後 

227 億円 

199 億円 

・将来の水需要を見据えた 

施設規模の適正化 

・将来の更新費用を約 28 億円削減 

・安定給水の向上 

（停電時の断水回避） 

更
新
費
用 

約 28 億円 

※将来の維持管理費も縮減 統廃合の効果 
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■図表 5-12 水道施設位置図（統廃合後） 

 

：統廃合する区域 

新名神高速 

西穂積配水場 

豊川配水池 

十日市浄水場 

花園配水場 

安威配水池 あさぎ配水場 

あかね配水池 
山手台低区配水池 

山手台高区配水池 

泉原配水池 

泉原受水場 

清阪浄水場（廃止） 

清阪配水池（廃止） 

長谷配水池 

銭原配水池 

上音羽配水池 

上音羽受水場 

下音羽配水池 

忍頂寺配水池 

安元・板谷配水池 

P 

下音羽送水ポンプ場 

忍頂寺送水ポンプ場 

P 

免山配水池 

馬場配水池 梅原加圧ポンプ室 
（廃止） 

やまぶき高区配水池 

馬場中継ポンプ場 
（廃止） 

P 

やまぶき低区配水池 

やまぶき中区配水池 

P 山手台送水ポンプ場 

名神高速 

国道 171 号 

JR 総持寺駅 

総持寺駅 

茨木市駅 

JR 茨木駅 

宇野辺駅 

近畿道 

南茨木駅 

沢良宜駅 

P 

P 

阪大病院前駅 

豊川駅 

彩都西駅 
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② 水道施設・設備の長寿命化 

浄水場や配水池等は、日常的・定期的な点検により、必要に応じて防水補修等の長

寿命化対策を実施しています。また、水道施設に設置されているポンプ設備や受配電

設備、電気計装設備等についても常に正常に運転できる状態を維持するために、今後

とも定期点検や補修等を実施することにより、長寿命化を図っていきます。 

 

■図表 5-13 水道施設の老朽化対策のスケジュール 

 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

十日市浄水場
整備計画

十日市浄水場
深井戸更新計画

コンクリート構造物
（池状）修繕計画

十日市浄水場
浸水対策

建築構造物
修繕計画

遠方監視装置
更新計画

計装設備等
修繕計画

水質モニター
更新計画

受配電設備
更新計画

無停電電源装置
更新計画

項目
年度

急速ろ過池設備、排水池・排泥池

設備ほか
沈でん設備、薬品注入設備ほか

彩都受水場、山手台低区・高区

配水池ほか

1～9号取水井

送水ポンプ棟ほか

十日市浄水場、各配水池・配水場、各送水ポンプ場ほか

十日市浄水場、各配水池・配水場、各送水ポンプ場ほか

十日市浄水場、彩都受水場ほか

十日市浄水場、西穂積

配水場ほか

十日市浄水場、彩都受水場ほか

十日市浄水場、彩都受水場ほか十日市浄水場

西穂積配水場、彩都受水場
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施策 施策 5-3：管路更新など継続的な老朽化対策の推進 

施策内容 

① 優先度に応じた管路更新 

本市の管路の総延長は約 800 ㎞あり、そのうち計画期間内（2023 年度（令和 5 年度）

～2032 年度（令和 14 年度））で更新する管路については、図表 5-14 のフローを基に抽

出しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の期間で更新する管路の延長は約 59km となり、2023 年度（令和 5 年度）～2032

年度（令和 14 年度）までの管路の更新率は 7.3%となります。（年間更新率は 0.6～1.0%） 

これにより、本計画期間内に老朽化対策が必要な管路は、すべて更新できます。 

 

■目標 

管路の更新率（2023 年度（令和 5 年度）からの累計） 

：2027 年度 4.0％（約 32 ㎞） 

2032 年度 7.3％（約 59 ㎞） 

 

 

 

 

 

 

■図表 5-14 更新対象管路抽出フロー 

 

46【管路機能評価】経年化、事故危険度、漏水、水理条件、耐震度、水質劣化などによる物理的評価と給水人口、給水量、重要施設に

よる重要度評価を基に管路の更新優先度を設定する。機能評価は「水道施設更新指針（2005 年（平成 17年）5 月）日本水道協会」

に準じる。 

47【目標耐用年数】日本ダクタイル鉄管協会による調査結果等を考慮し、設定した耐用年数のこと（第 5 章 P,64 参照） 
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② アセットマネジメント手法を活用した中長期的な管路更新 

水道資産の約 8 割を占める管路は、更新需要が年々増加していき、この更新費用は、

今後の事業経営に大きな影響を与えます。 

そのため、2033 年度（令和 15 年度）以降の更新については、アセットマネジメント

手法を用いた中長期的な更新需要と財政収支見通しに基づいた効率的かつ効果的な管

路更新を着実に実施し、管路を適正な状態で維持していきます。 

 

■アセットマネジメント手法を用いた中長期的な更新需要 

現有資産を法定耐用年数（40 年）で更新する場合、50 年間の年平均で約 36.8 億円の

費用が必要となります。これに対し、水道料金収入は、給水人口の減少に伴い減少する

ことが予想されます。そこで、更新事業を着実に進めるため、水道施設の統廃合や適正

な維持管理による長寿命化を進め、更新費用の抑制と平準化を図る必要があることから、

アセットマネジメント手法を用いて、中長期的な更新需要を試算した結果、50 年間の年

平均更新費用を約 36.8 億円から約 15.8 億円に削減することができます。 

 

 

 

 

 

0
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20
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40
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70

（億円/年）

0

10

20

30

40

50

60

70

（億円/年）

平均約 36.８億円/年 

平均約 1５.8 億円/年 

■管路 ■建築、土木、電気・計装、機械    年間平均 

長寿命化 

統廃合 

平準化 

【法定耐用年数で更新】 【アセットマネジメント手法を用いた更新】 

■図表 5-15 中長期的な更新需要 
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管種別 
法定耐 

用年数 

実使用年数

の設定値 

一案 

目標耐用年数 

（更新基準の 

見直し） 

ダクタイル鋳鉄管 

（耐震管） 

GX 形 49 

40 年 

80 年 
100 年 

GX 形以外 80 年 

ダクタイル鋳鉄管 

（上記以外） 

K 形、 

A 形（ポリスリーブあり） 
60 年 

80 年 

T 形、A 形 60 年 

ダクタイル鋳鉄管以外 

（塩化ビニル管、ポリエチレン管等） 
40 年 40 年 

工事種別 
法定耐用 

年数 

実使用年数の

設定値一案 48 

目標耐用年数 

（更新基準の見直し） 

建築 50 年 70 年 
重要度高 重要度低 

80 年 

土木 
池状コンクリート構造物 

60 年 73 年 
90 年 

上記以外 68 年 78 年 

機械設備 10～15 年 24 年 24 年 

電気設備 20 年 25 年 25 年 

計装設備 10 年 21 年 21 年 

48【実使用年数の設定値一案】厚生労働省から公表されているアセットマネジメント「簡易支援ツール」において、実使用年数の設定

値の一案として紹介されている更新基準。 

49【ダクタイル鋳鉄管 GX形】GX 形は、従来のダクタイル鋳鉄管（耐震管）よりも長期間の使用（100 年）を目指して開発された耐震

管。管の外面に新たな防食技術である「外面耐食塗装」を採用することにより長寿命化を実現。 

 

■図表 5-16 水道施設の更新基準 

アセットマネジメント手法による中長期的な更新需要試算の考え方 

● 水道におけるアセットマネジメント手法とは、持続可能な水道事業を実現するために、水道施設の

特性を踏まえつつ、中長期的な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全体にわたって効率的かつ

効果的に水道施設を管理運営する体系化された実践活動手法を指します。 

● 地方公営企業法で規定されている水道施設の耐用年数（法定耐用年数（40年））は、資産管理のた

めに定められたものであり、本市の水道施設の更新実績と乖離している部分があります。そこで、

将来の更新需要試算にあたっては、施設の安全性を確保・向上しつつ、施設毎の重要度や本市の更

新実績を考慮した更新サイクル（目標耐用年数）を設定しました。 

● また、今回の改定では日本ダクタイル鉄管協会による調査結果（第 59回全国水道研究発表会報告

資料）を用いて、ダクタイル鋳鉄管の目標耐用年数として、新たにポリスリーブの有無により異な

る耐用年数を設定しました。そのため、一部の管種において耐用年数が延びたことから計画期間内

（2023 年度（令和 5年度）～2032 年度（令和 14 年度））に更新すべき延長が短くなったため、目標値

を再設定しました。 

● 将来の水需要を見据えた、より一層の施設規模の適正化を図るために、施設の統廃合等を更新需要

の試算に反映することにより更新費用を抑制し、事業量の平準化を行いました。 
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ダクタイル鋳鉄管は、鋳鉄に含まれる炭素を球状化

することで強さや伸びに優れた材質の鋳鉄管で、耐久

性があり、衝撃に強い特徴があります。また、継手の

種類が多く、その継手が耐震継手構造を有しているか

どうかで、耐震管あるいは非耐震管として区分してい

ます。 

 

 

    

耐震区分 継手 特徴 

耐震管 
GX 形、NS 形、PN 形 
PⅡ形、KF 形、S 形 

SⅡ形 

大きな伸縮に対応でき、離脱防止機能を有す
るので、大きな地盤変動に対応できる。 

非耐震管 A 形、K 形、T 形 
継手が伸びることで、地盤の変動に順応でき
るが、地震時の地盤の液状化や亀裂等により
伸縮量が限界以上になれば、離脱する。 

ダクタイル鋳鉄管とは ダクタイル鋳鉄管とは  

■図表 5-17 耐震管と非耐震管 

■図表 5-18 耐震管と従来管のイメージ 

耐震管（離脱防止機能あり） 

耐震管は、継手部に伸縮性と抜け出し防止機能が

あるため、地震による地盤の動きに対して柔軟に

対応でき、破損や脱落を防ぐことができます。 

従来管（離脱防止機能なし） 

（出典：日本ダクタイル鉄管協会） 

ダクタイル鋳鉄管は、管自体にも防食

対策のため、塗装がされていますが、更に

効果を高めるためにポリスリーブ（ポリ

エチレンスリーブ）という保護シートを

巻いて防食対策を行うものです。腐食性

の高い土壌に埋設した管もポリスリーブ

を巻くことで、20 年程度長寿命化が図れ

るという結果がでています。 

ポリスリーブで保護されたダクタイル鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管（NS 形） 

（出典：日本鋳鉄管株式会社） 

ポリスリーブってなに？？ 

（日本ダクタイル鉄管協会 技術レポート第 82号より） 
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大規模地震が発生した場合においても、お客さまへ安定して水道水を供給するために老朽

管の更新にあわせて管路の耐震化を進めていきます。  
施策 施策 6-1：耐震管の整備 

施策内容 

① 管路の耐震化 

大規模地震が発生してもお客さまに安定した給水を行えるよう、管路の耐震化を行

います。本市の管路の耐震管率は、北摂他市の平均値や全国の類似団体の平均値よりも

高くなっており（P,97 参照）、年々着実に管路の耐震化を進めています。 

■目標 

管路の耐震管率 ：【全体】    2027 年度 30.3％  2032 年度 33.5％ 

【内、基幹管路】2027 年度 59.4％  2032 年度 63.0％ 

（上記目標値については、管路更新計画を基に設定） 

② 重要給水施設管路の優先的な耐震化 

災害発生時に重要な拠点となる病院や避難所を重要給水施設と位置付け、その施設

に至る管路を優先して耐震化を行っています。重要給水施設については、2021 年（令

和 3 年）3 月に市地域防災計画の修正に合わせて、水道部危機管理マニュアルの見直し

を行い、警察署や市役所などを加えたことで、全 29 施設から 41 施設に増加しました。 

重要給水施設管路の老朽

化状況などを考慮し、今回の

計画期間（2023 年度（令和 5

年度）～2032 年度（令和 14

年度））で、35 施設への管路

の耐震化を行います。残りの

6 施設は、2033 年度（令和 15

年度）以降に継続して、耐震

化を行います。 

■目標 

管路の耐震化済み重要給水施設数：2027 年度 28/41 施設 

                2032 年度 35/41 施設 

 優先的に 
耐震化 

施策 6  水道施設の耐震化の推進 
強靭 

■図表 5-19 重要給水施設管路の耐震化 概要図 
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③ 水管橋の耐震化 

市内の 3水管橋（十日市水管橋、戸伏水管橋、

学園町水管橋）は、2021 年度（令和 3年度）に

実施した点検の結果、運用上支障はありません

でした。 

今後、十日市水管橋については、耐震補強工

事を進め、戸伏水管橋、学園町水管橋について

は、代替管を整備したため、撤去を検討してい

きます。 

なお、撤去するまでの間は、国のガイドライン 50に則り、5 年毎の点検と状況に応

じた修繕を行い、安全・安心な水道水の安定供給に努めていきます。   

■図表 5-20 水道管路の耐震化対策のスケジュール 

十日市水管橋 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

管路の耐震化
（全体）

管路の耐震化
(基幹管路）

重要給水施設までの
管路の耐震化

項目
年度

基幹管路の耐震管率

59.4％
基幹管路の耐震管率

63.0％

2032年度までに35か所の重要給水施設（救急病院、

災害時医療救護所等）への水道管の耐震化

管路全体の耐震管率

30.3％
管路全体の耐震管率

33.5％

50【国のガイドライン】厚生労働省「水道施設の点検を含む維持・修繕の実施に関するガイドライン」 
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いついかなる場合にも、安全で安心な水の供給を確実に維持していくことが、水道事業の

使命です。しかし、災害発生時その使命を果たすことは、水道事業単独では困難です。その

ため、様々な訓練による災害対応力の向上とともに災害時におけるお客さまとの連携強化に

努めていきます。また、大規模地震や異常渇水、記録的な豪雨等を考慮した取り組みなどに

より、危機管理体制の強化にも努めていきます。 

施策 施策 7-1：応急給水及び復旧体制の強化 

施策内容 

① 応急給水及び復旧体制の強化 

毎年、危機管理マニュアルのレビューを行い、必要に応じて配備体制の変更や想定

被害の追加等内容の見直しを行っていきます。また、災害時の復旧活動に必要となる

資機材や浄水場等で使用する薬品の調達確保、応援協定を締結している委託業者等と

の災害時共同訓練の実施など、危機管理体制の強化を図っていきます。 

また、水道部庁舎については、災害対応拠点として重要な役割を果たすことから、

新しい市民会館の建設に伴い現庁舎から耐震化された建物への移転を進めます。 

 

② 職員に対する防災訓練の実施 
水道施設を維持管理する上で必要な運用マニュアル等を整備するとともに、緊急遮

断弁の点検整備や応急給水栓の組立訓練、疎通能力維持作業、系統切り替え等の災害

時に対応するための訓練を今後とも年 1回以上実施し、災害対応力の向上を図ってい

きます。 

また、実際の災害を想定した机上訓練などの水道部独自の訓練のほか、日本水道協

会や大阪広域水道企業団等の関係機関と連携した様々な形の訓練を実施していきま

す。 

        

施策 7  危機管理体制の強化 
強靭 
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施策 施策 7-2：災害時におけるお客さまとの連携 

施策内容 

① お客さまとの共同訓練の実施 
市・地域が主催する防災訓練等への参加を

通じて、お客さまとの応急給水訓練を行い、

災害時の応急給水方法や家庭内での備蓄水の

必要性について、周知していきます。 

また、災害時連携への取り組みとして、避

難所となる小中学校や救急病院などの重要給

水施設との連絡体制を構築し、共同訓練を実

施します。   
災害時には、1人 1 日 3リットルの飲み水が必要と言われています。 

もしもに備えて、各家庭でも家族の人数分の最低 3 日分を目安に飲み水を確保

するよう心がけましょう。 

また、断水したときは、飲み水だけではなく、トイレなどに使用する生活用水

も必要になります。お風呂の残り湯なども生活用水として確保しましょう。 

もしもに備えて飲み水を備蓄しましょう 

３日分 

水（3 リットル） 家族の人数分

防災機能説明会（2022 年 11 月）
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施策 施策 7-3：危機管理に対するさらなる取り組みの推進 

施策内容 

① 浸水対策 

2020 年度（令和 2 年度）に策定した浸水対策基本計画に基づき、十日市浄水場内

にある施設について、重要度や費用対効果を考慮した浸水対策工事を順次進めます。

具体的には、企業団水受水弁室や送水ポンプ棟の外壁開口部などの防水工事を実施

し、十日市浄水場の受水及び送水機能を維持します。 

 

② バックアップ体制の構築 

大規模地震や異常渇水、記録的な豪雨等の発生に備えて、水道施設の耐震化などの

個別施策の実施に加え、連絡管の整備による複数の受水系統の確保や停電時の断水が

懸念される配水区域の統合、他市との相互連絡管の活用など、バックアップ体制の構

築に努めています。 

2021 年度（令和 3 年度）に十日市浄水場を経由せずに、西穂積配水場から安威配

水池へ送水できるルート（十日市浄水場の浸水対策）を確保したことから、現在のバ

ックアップ率（西穂積系、花園系、安威系、山手台系がバックアップ可能）は、71％

に達しています。 

今後は、豊川配水池からの配水ができなくなった場合に備えて、大阪広域水道企業

団の災害対策連絡管を活用するための管路を整備します。整備後は、豊川配水池配水

区域の一部に配水が可能となり、バックアップ率が約 10％上昇する見込みです。 

 

■目標 

バックアップ率：2027 年度 71.0％ 

        2032 年度 81.0％ 

 

③ 感染症等の新たなリスク要因への対応 

2019 年度（令和元年度）から流行している新型コロナウイルスに代表される新興

感染症等の新たなリスク要因に対応していくために、「茨木市水道部新型インフルエ

ンザ対策事業継続計画」の見直しを、危機管理マニュアルのレビューとあわせて実施

します。 
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（３）キレイで安全な水の供給【安全】 

 

今後ともお客さまにより一層安全で良質な水道水を提供するため、水源から給水栓に至る

までの一貫した水質管理の充実に努めていきます。 

施策 施策 8-1：安全な水道水の提供 

施策内容 

① 水安全計画の継続的な運用と見直し 

水安全計画は、水道システム全体の安全を継続的に確保する方法の一つとして、

2014 年（平成 26年）4月に作成しました。2019 年度（令和元年度）からは、毎年レ

ビューを行い、適時計画内容の見直しを行います。 

 

② 水質管理基準の強化 

自己水源は、地下水（深井戸、浅井戸）を利用していますが、特に浅井戸において

は、外部環境の影響を受けやすいため、水質異常のリスクが懸念されます。 

このため、水安全計画では、揮発性有機化合物等の有害物質について、水道法令で

定められた水質基準よりも厳しい水質管理基準を設けており、万一、水質異常があっ

た場合、初期の段階で取水の停止等を行う措置を定めています。 

今後も、水質異常時には、対象物質の水質検査頻度を増やし、水質の監視強化を行

っていきます。 

 

③ 残留塩素濃度の適正管理 

水道法で定められた残留塩素濃度基準（給水栓で 0.1mg/L 以上）を満たすため、市内

の各給水栓で残留塩素濃度を毎日測定しています。 

引き続き、残留塩素濃度を適正に管理しながら、安全な水を提供します。 

   

施策 ８  水質管理の充実と強化 
安全 
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施策 施策 8-2：給水栓における水質保持 

施策内容 

① 鉛製給水管の更新 

管路更新計画において、鉛製給水管が存在する管路の更新優先度を高く設定するこ

とにより、管路更新計画に併せて鉛製給水管の早期解消を図っていきます。 

また、鉛の溶出を抑制するための水道水の pH 調整や、鉛製給水管を使用されてい

るお客さまへの情報を提供するための広報活動を行っています。引き続き、お客さま

の理解と協力が得られるよう情報提供を行い、2032 年度（令和 14年度）までの解消

に努めていきます。 

 

② 貯水槽水道の点検調査や改善指導の強化 

容量 10m3 以下の小規模貯水槽の設置者等に対して、管理状況や水質の保全などに

関する立ち入り点検検査を実施し、問題がある場合は、改善のための指導を行ってい

ます。今後も安全で良質な水道水がお客さまに届くよう設置者等に対して点検結果に

応じた指導を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■目標 

鉛製給水管率：2032 年度までに解消   

受水槽の流入ま
では本市の管理 

受水槽以降は 
設置者の管理 

配水

受水

高置水槽 

水道メーター 

貯水槽水道方式 

■図表 5-21 貯水槽水道方式の水質の管理区分 
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第６章 投資・財政計画   
１ 投資・財政計画の振り返りと今後の見通し 

2020 年度（令和 2 年度）末までの状況において、収入では、新規住宅開発に係る給水

人口・戸数が増加したことによる給水収益の増加や新型コロナ感染症に係る受水費の還

付等により、計画と比較して増加しました。支出では、大阪北部地震の影響と考えられる

修繕費や井戸の経年劣化などに伴う自己水の取水不良による受水費の増加、労務単価の

上昇などによる建設改良費の増加などにより、計画と比較して増加しました。このよう

な状況を経て、2020 年度（令和 2 年度）末における資金残高は、計画と比較してほぼ同

程度となったことから、2020 年度（令和 2 年度）までの事業経営は順調に推移したもの

と考えています。 

また、現在の水道事業の経営状況は、料金回収率について類似団体の平均値を下回る

傾向ではありますが、100％を上回っており、水道にかかる施設を維持管理する経費が料

金で回収されている状態がわかります。また、経常収支比率も 100％を超えており、経営

の健全性が保たれている状況といえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

H28 H29 H30 R01 R02

当該値 106.08 105.91 103.4 106.79 103.57

平均値 107.61 106.02 104.84 106.11 103.75

101.00

102.00

103.00

104.00

105.00

106.00

107.00

108.00

【100.05】

H28 H29 H30 R01 R02

当該値 114.12 114.91 114.91 117.71 115.81

平均値 115.36 113.95 112.62 113.35 112.36

109.00

110.00

111.00

112.00

113.00

114.00

115.00

116.00

117.00

118.00

119.00

【110.27】

■図表 6-1 料金回収率（％） ■図表 6-2 経常収支比率（％） 

 ■ 茨木市   ―  類似団体平均値   【 】 令和 2 年度全国平均値 
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しかし、今後、給水人口の減少や施設、管路の耐震化、老朽化による更新費用の増加に

加え、近年の動力費などの燃料高騰や物価上昇の影響から水道事業の経営は厳しくなる

ことが見込まれるため、水道事業の将来を見据え、計画的に経営を行っていく必要があ

ります。 

そこで、前述のアセットマネジメント手法を用いた今後 50年間の更新需要を考慮しな

がら、計画期間である 2023 年度（令和 5 年度）からの 10 年間の具体的な投資計画に基

づき、財政収支シミュレーションを行いました。 

また、投資額の変動を考慮しながら、資金残高と企業債の発行について次の条件を設

定し、財源構成を決定しました。 

 

■設定条件 

(1) 資金残高は、13億円以上確保する。 

（資金残高は、災害等において、収入が滞った場合でも支払い等を行うために必要な

額として、1 月あたりの最大支払額を勘案し、13 億円以上と設定しました。） 

 

(2) 企業債の発行額は、建設改良費の 30％を原則とする。 

（将来世代との負担の公平性を考慮して、建設改良費の一部を企業債で賄うことと

します。ただし、企業債残高の水準は、企業債残高対給水収益比率が一般会計の指

標で早期健全化団体となる基準である 350％を超えないように留意します。 

資金残高とのバランスを考えて、必要最低限の企業債の発行額に設定しました。） 

 

 

 

   

① シミュレーション 1 現行料金のまま推移した場合 

② シミュレーション 2 健全な事業経営を維持できるように、現行料金を見直した場合 
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① シミュレーション 1（現行料金のまま推移した場合） 

現行料金のまま推移したシミュレーション 1 では、計画期間内（2023 年度（令和 5 年

度）～2032 年度（令和 14 年度））、資金残高 13 億円が維持でき、かつ当年度純損益につ

いても黒字を維持できているため、安定した経営となっています。 

しかし、計画期間以降（2033 年度（令和 15年度）以降）には、資産の大半を占める管

路の更新需要がピークを迎えると予想され、建設改良費が大幅に増額となります。この

建設改良費の増額に伴い資金残高が減少し、2037 年度（令和 19 年度）には、資金が枯渇

してしまいます。また、当年度純損益についても、建設改良費の増額に伴い減価償却費が

増加し、2037 年度（令和 19 年度）には、赤字になってしまいます。 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0

50

100

150

200

250

300

350

0

10

20

30

40

50

60

70

■図表 6-3 シミュレーション 1 （現行料金のまま推移した場合） 

建設改良費、当年度純損益、資金残高 

（億円） 

企業債残高 

（億円） 

計画期間以降は 

暫定的に扱う参考値 計 画 期 間 

建設改良費 当年度純損益 資金残高 企業債残高
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② シミュレーション 2 

（健全な事業経営を維持できるように、現行料金を見直した場合） 

シミュレーション 2 では、アセットマネジメント手法を用いた今後 50 年間の更新需要

を考慮しながら、料金の見直しを視野に入れて、検討を行いました。 

料金改定率の設定においては、料金改定率を高くすると資金残高が増加するため次の

料金改定までの期間が長くなりますが、料金改定率を低くすると資金残高の枯渇が早ま

るため次の料金改定までの期間が短くなります。 

そこで、料金改定率の検討にあたっては、お客さまの負担を考慮し、将来において、急

激な料金の引き上げになることを抑制するために料金改定率が 10％以下となることと料

金改定の期間が 10 年以上となるようにしました。 

料金改定率を 2030 年度（令和 12 年度）に 8％程度とすると、計画期間以降（2033 年

度（令和 15 年度）以降）の建設改良費の増額に対しても、資金が枯渇することはなく、

また 10 年後の 2040 年度（令和 22 年度）においても、資金残高 13 億円程度を確保する

ことができる見通しです。さらに、当年度純損益についても黒字となり、健全な経営を維

持することが可能となります。（実際の料金見直しの際には、別途審議会で慎重に議論し

た上で、議会の議決が必要です。） 

    
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

■図表 6-4 シミュレーション 2（現行料金を見直した場合） 

企業債残高 

（億円） 

建設改良費、当年度純損益、資金残高 

（億円） 

計画期間以降は 

暫定的に扱う参考値 計 画 期 間 

建設改良費 当年度純損益 資金残高 企業債残高
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２ 推計の前提条件及び投資・財政計画 

（１）推計の前提条件 

投資試算及び財源試算を行うにあたり用いた主な前提条件は以下のとおりです。 

※1 基本料金単価×契約件数 

※2 従量料金単価×年間有収水量 

※3 経費（動力費、修繕費、材料費）については、過去実績に概ね 20％増額を見込む。 

※4 建設改良費については、物価上昇に伴う直近の単価を踏まえて見込む。 

 

前提条件 

収
益
的
収
支 

収
益
的
収
入 

料金収入 基本料金（※1）＋従量料金（※2）で算定 

受託工事収益 2016 年度～2020 年度の実績を踏まえ算定 

その他営業収益 
2016 年度～2020 年度の実績に包括委託による下水道事業からの負担

金を踏まえ算定 

補助金 2016 年度～2020 年度の実績を踏まえ算定 

長期前受金戻入 「第 6章 2（2）.投資・財政計画」を踏まえ算定 

その他営業外収益 分担金など過年度の実績を踏まえ算定 

特別利益 2016 年度～2020 年度の実績を踏まえ算定 

収
益
的
支
出 

職員給与費 2016 年度～2020 年度の実績に包括委託による削減効果を踏まえ算定 

経費（動力費、 

修繕費、材料費） 
2016 年度～2020 年度の実績に物価上昇（※3）を勘案して算定 

経費（その他） 2016 年度～2020 年度の実績に包括委託を踏まえ算定 

経費（受水費） （年間総給水量－自己水水量）×受水単価 72.1 円／年 

減価償却費 「第 6章 2（2）.投資・財政計画」を踏まえ算定 

支払利息 
既発債:年度別償還予定額を計上 

新規債:利率 1.5％（5 年据置）で算定 

その他営業外費用 2016 年度～2020 年度の実績を踏まえ算定 

特別損失 2016 年度～2020 年度の実績を踏まえ算定 

資
本
的
収
支 

資
本
的
収
入 

企業債 各年度の建設改良費の 30％を計上 

他会計出資金 旧簡易水道債の償還にかかる一般会計からの繰入金を計上 

他会計負担金 2023 年度以降は見込んでいない 

固定資産売却代金 2023 年度以降は見込んでいない 

工事負担金 2023 年度以降は見込んでいない 

資
本
的
支
出 

建設改良費 「第 5章」を実現するための建設改良費（※4）の額を算定 

企業債償還金 
既発債:年度別償還予定額を計上 

新規債:5 年据置、25 年元利均等償還で計上 
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■収益的収支 水道水をつくり、各家庭などへ送り届けるための経費と財源 

・受託工事収益 給配水管の移設等工事受託による収入 

・その他営業収益 給水工事申込に係る諸手数料などの収入 

・補助金 一般会計などが負担するべき費用に対する収入 

・長期前受金戻入 補助金等により取得した償却資産の当年度減価償却に対応する

額の収益化額 

・特別利益 経営活動と直接かかわりのない要因で発生した収入 

・受水費 大阪広域水道企業団から購入した水道水の費用 

・減価償却費 固定資産の費用を使用期間にわたって費用配分したもの 

・特別損失  経営活動と直接かかわりのない要因で発生した費用 

 

■資本的収支 水道管や水道施設などの整備のための経費と財源 

・企業債 水道管の布設等のために借りた現金 

・他会計出資金 旧上音羽簡易水道建設に係る企業債の償還に係る一般会計から

の収入 

・他会計負担金 一般会計などが負担するべき費用に関する収入 

・固定資産売却代金 固定資産売却に伴う収入 

・工事負担金 配水管の布設工事等の依頼に伴う負担金 

・建設改良費 水道管の布設や施設の整備などに係る費用 

・企業債償還金 企業債の償還元金に係る費用 

 

 

  

用語説明 
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（２）投資・財政計画 

（収益的収支） 

 

 

  

投資・財政計画（収益的収支）

年　　　　　　度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （予算） （将来予測） （将来予測）

１． (A) 4,507,511 4,577,883 4,517,364 4,536,437

(1) 4,335,137 4,391,739 4,357,835 4,375,638

(2) (B) 1,670 10,545 3,581 3,581

(3) 170,704 175,599 155,948 157,218

２． 901,691 851,015 859,428 844,007

(1) 4,570 4,499 6,619 6,619

4,570 4,499 6,619 6,619

－ － － －

(2) 637,615 665,276 639,524 624,103

(3) 259,506 181,240 213,285 213,285

(C) 5,409,202 5,428,898 5,376,792 5,380,444

１． 4,669,401 4,974,992 4,924,355 5,181,973

(1) 350,543 397,637 418,668 418,668

152,318 171,090 174,969 174,969

22,078 7,706 50,360 50,360

176,147 218,841 193,339 193,339

(2) 2,730,321 2,943,900 2,861,276 3,102,571

134,451 149,901 155,650 155,650

1,923,204 1,968,818 1,922,486 1,928,634

193,530 239,357 173,665 168,012

10,985 20,524 13,141 13,141

468,151 565,300 596,334 837,134

(3) 1,588,537 1,633,455 1,644,411 1,660,734

２． 83,932 68,208 67,244 61,958

(1) 81,521 68,203 62,415 57,129

(2) 2,411 5 4,829 4,829

(D) 4,753,333 5,043,200 4,991,599 5,243,931

(E) 655,869 385,698 385,193 136,513

(F) 1,515 100 5,024 5,024

(G) 21,705 20,273 17,315 17,315

(H) -20,190 -20,173 -12,291 -12,291

635,679 365,525 372,902 124,222

(I) 1,612,749 1,307,243 1,680,145 1,804,367

(J) 4,759,419 3,552,087 3,035,073 2,545,673

459,238 536,815 529,718 531,955

(K) 1,675,650 1,822,338 1,713,823 1,719,572

562,556 527,482 435,835 375,501

－ － － －

713,224 915,147 898,279 964,362

( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 4,505,841 4,567,338 4,513,783 4,532,856

(N)

(O)

(P)

健 全 化法 第 22 条に より 算定 した

資 金 不 足 比 率
(（N）/（P）×100)

地 方 財 政 法 に よ る

資 金 不 足 の 比 率
(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た

資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る

解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第１ 項に より 算定 した

資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)

う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

う ち 一 時 借 入 金

特 別 利 益

特 別 損 失

特 別 損 益 (F)-(G)

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

流 動 資 産

う ち 未 収 金

流 動 負 債

う ち 建 設 改 良 費 分

営 業 外 費 用

支 払 利 息

そ の 他

支 出 計

経 常 損 益 (C)-(D)

動 力 費

受 水 費

修 繕 費

材 料 費

そ の 他

職 員 給 与 費

基 本 給

退 職 給 付 費

そ の 他

経 費

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

営 業 外 収 益

補 助 金

他 会 計 補 助 金

そ の 他 補 助 金

減 価 償 却 費

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計

収

益

的

支

出

営 業 費 用
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（単位：千円、％・税抜）

2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度 2032年度
（将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測） （将来予測）

4,585,187 4,590,354 4,603,107 4,605,760 4,615,904 4,981,889 4,999,724 4,997,173

4,424,388 4,429,555 4,442,308 4,444,961 4,455,105 4,821,090 4,838,925 4,836,374

3,581 3,581 3,581 3,581 3,581 3,581 3,581 3,581

157,218 157,218 157,218 157,218 157,218 157,218 157,218 157,218

829,962 805,894 782,864 765,914 750,211 730,093 707,834 711,817

6,619 6,619 6,619 6,619 6,619 6,619 6,619 6,619

6,619 6,619 6,619 6,619 6,619 6,619 6,619 6,619

－ － － － － － － －

610,058 585,990 562,960 546,010 530,307 510,189 487,930 491,913

213,285 213,285 213,285 213,285 213,285 213,285 213,285 213,285

5,415,149 5,396,248 5,385,971 5,371,674 5,366,115 5,711,982 5,707,558 5,708,990

4,994,194 4,969,766 4,941,789 4,900,657 4,899,926 4,957,580 4,901,727 4,981,426

375,920 366,920 346,574 346,574 346,574 346,574 346,574 346,574

157,104 153,343 144,840 144,840 144,840 144,840 144,840 144,840

50,360 50,360 50,360 50,360 50,360 50,360 50,360 50,360

168,456 163,217 151,374 151,374 151,374 151,374 151,374 151,374

2,947,691 2,944,856 2,982,661 2,958,223 2,959,457 3,040,737 2,977,966 2,995,867

155,650 155,650 155,650 155,650 155,650 155,650 155,650 155,650

1,957,322 1,957,550 1,963,925 1,962,027 1,966,202 1,972,046 1,981,760 1,979,180

168,375 165,312 196,742 174,202 171,261 246,697 174,212 194,693

13,141 13,141 13,141 13,141 13,141 13,141 13,141 13,141

653,203 653,203 653,203 653,203 653,203 653,203 653,203 653,203

1,670,583 1,657,990 1,612,554 1,595,860 1,593,895 1,570,269 1,577,187 1,638,985

59,426 58,887 59,685 62,084 67,445 71,060 77,184 85,450

54,597 54,058 54,856 57,255 62,616 66,231 72,355 80,621

4,829 4,829 4,829 4,829 4,829 4,829 4,829 4,829

5,053,620 5,028,653 5,001,474 4,962,741 4,967,371 5,028,640 4,978,911 5,066,876

361,529 367,595 384,497 408,933 398,744 683,342 728,647 642,114

5,024 5,024 5,024 5,024 5,024 5,024 5,024 5,024

17,315 17,315 17,315 17,315 17,315 17,315 17,315 17,315

-12,291 -12,291 -12,291 -12,291 -12,291 -12,291 -12,291 -12,291

349,238 355,304 372,206 396,642 386,453 671,051 716,356 629,823

1,910,145 2,120,034 2,338,309 2,303,293 2,689,746 3,172,353 3,473,849 4,103,672

2,447,720 2,658,215 2,877,985 2,843,280 3,280,188 3,756,446 4,060,034 4,784,242

537,671 538,277 539,772 540,084 541,273 584,189 586,281 585,982

1,582,170 1,526,645 1,494,119 1,433,846 1,410,620 1,411,900 1,408,113 1,426,365

292,223 239,940 202,632 149,052 125,488 104,508 117,912 131,261

－ － － － － － － －

910,238 906,996 911,778 905,085 905,423 927,683 910,492 915,395

4,581,606 4,586,773 4,599,526 4,602,179 4,612,323 4,978,308 4,996,143 4,993,592
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（資本的収支） 

 

     
                                  
※補填財源の取扱いについて、繰越利益剰余金残高を勘案して、2023年度（令和5年度）決算から、水道施設や管路の整備に

あたり、上記1.3.4の財源を用いてもなお不足する額は、議会の議決を経て上記2を積立金に積み立て・取り崩す補填方法

に見直します。  

※ 

投資・財政計画（資本的収支）

年　　　　　度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
区　　　　　分 （決算） （予算） （将来予測）（将来予測）
１． 442,000 430,507 560,000 543,000

－ － － －

２． 11,229 11,692 12,174 6,827

３． － － － －

４． 553 1,760 － 3,000

５． － － － －

６． － － － －

７． 5,640 2,216 － －

８． 200,728 225,120 － －

９． 83,174 11,788 － －

(A) 743,324 683,083 572,174 552,827

(B) 71,466 － － －

(C) 671,858 683,083 572,174 552,827
１． 1,436,704 2,142,061 2,034,335 1,971,775

211,390 265,102 204,627 204,627

２． 565,654 562,556 527,482 435,835

３． － 100 － －

４． － － － －

５． － － － －

(D) 2,002,358 2,704,717 2,561,817 2,407,610

(E) 1,330,500 2,021,634 1,989,643 1,854,783

１． 1,243,733 1,886,267 1,823,306 1,694,133
２． － － － －
３． － － － －
４． 86,767 135,367 166,337 160,650

(F) 1,330,500 2,021,634 1,989,643 1,854,783
－ － － －

(G) － － － －
(H) 3,604,235 3,472,186 3,504,704 3,611,869

○他会計繰入金
年　　　　　度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

区　　　　　分 （ 決 算 ） （予算） （将来予測）（将来予測）
9,356 10,439 8,067 8,067

8,526 9,840 6,373 6,373

830 599 1,694 1,694

11,782 13,452 12,174 9,827

6,167 7,606 6,515 5,259

5,615 5,846 5,659 4,568

21,138 23,891 20,241 17,894

資
本
的
収
支

資
本
的
収
入

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資
本
的
支
出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計

う ち 基 準 内 繰 入 金

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補
塡
財
源

損 益 勘 定 留 保 資 金
利 益 剰 余 金 処 分 額
繰 越 工 事 資 金
そ の 他

計
補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高
企 業 債 残 高

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

項目
2032年度

目標
2021年度
（決算）

2022年度
（予算）

2023年度
（将来予測）

2024年度
（将来予測）

給水収益に対する企業債残高の割合（％）
（企業債残高対給水収益比率）

150％以下 83.1% 79.1% 80.4% 82.5%

料金回収率（％） 100％以上を維持 105.4% 100.4% 100.2% 94.8%

経常収支比率（％） 100％以上 113.8% 107.6% 107.7% 102.6%

資金残高　（千円） 13億円以上を維持 3,304,954 3,015,368 2,505,451 2,013,815
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※収支計画中の金額は、原則として表示単位未満を四捨五入しています。 

したがって、合計と内訳の計、差引き等が一致しない場合があります。   

（単位：千円、％・税込）

2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度 2032年度

（将来予測）（将来予測）（将来予測）（将来予測）（将来予測）（将来予測）（将来予測）（将来予測）

506,000 416,000 431,000 567,000 388,000 521,000 650,000 419,000

－ － － － － － － －

1,082 － － － － － － －

－ － － － － － － －

－ 3,000 － 3,000 － 3,000 75,612 －

－ － － － － － － －

－ － － － － － － －

－ － － － － － － －

－ － － － － － － －

－ － － － － － － －

507,082 419,000 431,000 570,000 388,000 524,000 725,612 419,000

－ － － － － － － －

507,082 419,000 431,000 570,000 388,000 524,000 725,612 419,000

1,834,861 1,503,957 1,559,389 2,059,109 1,403,944 1,891,277 2,363,089 1,514,168

204,627 204,627 204,627 204,627 204,627 204,627 204,627 204,627

375,501 292,223 239,940 202,632 149,052 125,488 104,508 117,912

－ － － － － － － －

－ － － － － － － －

－ － － － － － － －

2,210,362 1,796,180 1,799,329 2,261,741 1,552,996 2,016,765 2,467,597 1,632,080

1,703,280 1,377,180 1,368,329 1,691,741 1,164,996 1,492,765 1,741,985 1,213,080

1,311,617 1,113,644 1,091,238 1,091,494 1,055,967 1,150,989 1,130,901 1,094,031

243,460 145,415 153,931 431,658 － 188,444 414,860 －
－ － － － － － － －

148,203 118,121 123,160 168,589 109,029 153,332 196,224 119,049

1,703,280 1,377,180 1,368,329 1,691,741 1,164,996 1,492,765 1,741,985 1,213,080
－ － － － － － － －

－ － － － － － － －

3,742,368 3,866,145 4,057,205 4,421,573 4,660,521 5,056,033 5,601,525 5,902,613

（単位：千円、％・税込）

2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度 2032年度

（将来予測）（将来予測）（将来予測）（将来予測）（将来予測）（将来予測）（将来予測）（将来予測）

8,067 8,067 8,067 8,067 8,067 8,067 8,067 8,067

6,373 6,373 6,373 6,373 6,373 6,373 6,373 6,373

1,694 1,694 1,694 1,694 1,694 1,694 1,694 1,694

1,082 3,000 － 3,000 － 3,000 75,612 －

579 1,605 － 1,605 － 1,605 40,464 －

503 1,395 － 1,395 － 1,395 35,148 －

9,149 11,067 8,067 11,067 8,067 11,067 83,679 8,067

2025年度
（将来予測）

2026年度
（将来予測）

2027年度
（将来予測）

2028年度
（将来予測）

2029年度
（将来予測）

2030年度
（将来予測）

2031年度
（将来予測）

2032年度
（将来予測）

84.6% 87.3% 91.3% 99.5% 104.6% 104.9% 115.8% 122.0%

99.6% 99.8% 100.2% 100.7% 100.5% 106.8% 107.8% 105.8%

107.2% 107.3% 107.7% 108.2% 108.0% 113.6% 114.6% 112.7%

1,910,145 2,120,034 2,338,309 2,303,293 2,739,011 3,172,353 3,473,849 4,198,357
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第６章 投資・財政計画 

３ 投資・財政計画の総括 
今回実施したアセットマネジメント手法を用いた試算（第 5章 P,63 参照）により、更

新需要の平準化が一定図れたものの、将来的には水需要の減少に伴う料金収入の減少や、

10～20 年先に更新需要のピークが来る見込みとなっていることから、シミュレーション

1（現行料金のまま推移した場合）のとおり 2033 年（令和 15年）以降では厳しい経営状

況となることが予想される結果になりました。そこで、この状況を解消するために、シミ

ュレーション 2 のとおり計画期間内（2023 年度（令和 5 年度）～2032 年度（令和 14 年

度））に料金の見直しを視野に入れ、再検討を行ったところ、計画期間内を含め 2033 年

度（令和 15 年度）以降も健全な事業経営を維持することが可能となりました。 

このことから、2027 年度（令和 9 年度）の本ビジョン・経営戦略の中間見直しにおい

ては、水需要や物価の動向を見定め、投資の合理化や企業債の効果的な活用を検討しな

がら、水道料金について、下水道等事業と連携し、お客さま負担の抑制に留意しつつ、そ

のあり方も含めて見直しを進めていきます。 
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第７章 フォローアップ（進捗管理） 

第７章 フォローアップ（進捗管理） 

本ビジョン・経営戦略で定めた具体的施策を着実に実行していくために、各施策の進

捗状況を検証し、客観的に評価することで各施策の見直しや改善を行います。 

また、お客さまや関係者のご意見などをいただきながら、施策の方向性の確認や追加、

見直しなど、今後の取り組みに反映していきます。 

具体的な取り組みとしては、毎年度、実績値をホームページで公開し、5年毎に中間見

直しを実施します。中間見直しでは、5年間の実績値から現状分析・将来予測を行ったう

えで、必要に応じて目標を見直し、審議会に諮るなど、適切に検証・改善していきます。 

このように各施策について、PDCA サイクル 51に基づいたフォローアップ（進捗管理）

を毎年実施することにより、本ビジョン・経営戦略において目指す将来像を実現してい

きます。 

 

 

                    
51【PDCA サイクル】計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）のプロセスを順に実施し、最後の改善を次の計画に結び付

け、継続的な業務改善などを推進するマネジメント手法のこと。 

 

■図表 7-1 本ビジョン・経営戦略の目標実現に向けた進捗管理（PDCA サイクル） 

前 期 後 期 

2023 

（R5） 

2024 

（R6） 

2025 

（R7） 

2026 

（R8） 

2027 

（R9） 

2028 

（R10） 

2029 

（R11） 

2030 

（R12） 

2031 

（R13） 

2032 

（R14） 

フォローアップ（進捗管理） 中間見直し フォローアップ（進捗管理） 
最終評価 

次期計画策定 

 

お
客
さ
ま 公表 

ご意見 

Plan 

Do 

Action （計画） 

ビジョンの策定 

（実行） 

事業の実施 

（改善） 

施策の見直し 

・改善 

PDCA 
サイクル 

（評価） 

進捗状況の検証 

・評価 

Check 
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資料編  

 

資料編  
１ 中間評価一覧表 

茨木市水道事業ビジョン（2018 年度（平成 30 年度）策定）及び茨木市水道事業経営戦略

（2019 年度（平成 31 年度）策定）で定めた施策に対し、毎年度、実績値をホームページで公

開しています。 

2018 年度（平成 30 年）から 2021 年度（令和 3 年度）までの中間評価を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

■資料 1-1 「茨木市水道事業ビジョン」における事後評価【持続】 

【評価凡例】 

〇：当該年度(2021 年度)において計画期間内(2018 年度～2021 年度)の目標を達成 

△：当該年度(2021 年度)において計画期間内(2018 年度～2021 年度)の目標は未達成 

であるが、目標年度(2027 年度)において達成できる見込み 

→：継続実施 

―：主に外的要因による影響を受けたもの 

計画
策定時

実績

2015年度 2021年度

①クレジットカード払い等
料金収納方法について検討

新規
事業

実施済 〇

目標達成により、施策終了。(2020年度キャッ
シュレス決済（LINE Pay、PayB、PayPay、楽
天銀行）を導入した。)
今後は、新たなサービスの導入に向けた取組を
進めていく。

②窓口などのサービスに関
する満足度（アンケート）

■目標
　2022年度：50％
  2027年度：80％

28.4% 70.9% △

お客様窓口業務の全部委託に向けて、開閉栓等
受付業務の委託契約を締結した。
今後は、新たなサービスの導入に向けた取組を
進めていく。

③料金体系のあり方の検討
や未収金対策の強化

継続
実施

継続
実施

→
随時停水執行を行ったほか、悪質滞納者には支
払督促、差押えを行った。
引き続き、未収金対策を行っていく。

①水道事業の広報などPRに
関する満足度（アンケー
ト）

■目標
　2022年度：50％
  2027年度：80％

21.2% 65.9% △
「茨木市の水道」PR動画の作成をはじめ、イベ
ントの参画による情報提供を行った。今後も積
極的な情報発信に努める。

②水道事業のPR イベント
の内容の見直し
新たなイベントの開催

継続
実施

継続
実施

→
立命館DAYや環境フェアなどのイベントに参画
し、水道事業のPRを行った。引き続き、取り組
んでいく。

3
お客さまニーズに
応じた取り組みの
推進

① お客さまへの水道事業
に関するアンケート調査の
実施

継続
実施

継続
実施

→
イベントに参画した際にアンケート調査を実施
した。今後も定期的なニーズの把握に取り組ん
でいく。

1

より一層のお客さ
まの利便性や料金
負担の公平性の向
上

2
効果的かつ積極的
な広報・広聴活動

持
続

施
策

項目 目標 中間評価

1.お客さまサービスの向上
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  ■資料 1-2 「茨木市水道事業ビジョン」における事後評価【持続】 

計画
策定時

実績

2015年度 2021年度

①給水収益に対する企業債
残高の割合
■目標
　140%以下

141.4% 83.1% 〇

企業債の新規借入額が償還額を下回っているた
め、企業債残高対給水収益比率は減少してい
る。今後も、将来世代との負担の公平性を考慮
した企業債の借入を行い、財源の確保に努め
る。

②料金回収率
■目標
  100％以上を維持

107.7% 105.4% 〇

給水収益が給水に係る費用を上回っており、適
切な料金水準が確保できている。
今後も投資・財政計画に基づいた経営を行い、
適正な料金水準の確保に努める。

③廃止した水道施設用地の
活用方法の検討
広告収入の検討

新規
継続
実施

→

旧山手台送水ポンプ場の跡地を売却した。水道
施設が市街化調整区域に多くあるため利活用が
困難であるが、引き続き売却や利活用に向けて
検討する必要がある。

①給水原価
■目標
　137円以下

136.42
円

140.80
円

―

大阪北部地震の影響による漏水修繕の増加など
から、経常費用が増加している状況にある。
新型コロナウイルス等による物価高騰の影響は
未定であるが、今後とも効率的な事業経営に取
り組む必要がある。

②PFIの活用、運転管理業
務や窓口業務の包括委託等
の研究・検討

新規
一部
実施

→

営業課窓口業務の一部を委託し、また中央運転
監視業務委託の委託範囲を拡大した。今後も効
率的な事業運営のために業務委託を検討してい
く。

①水道事業にかかる研修時
間
■目標
　2022年度：20時間/人
  2027年度：25時間/人

15.5
時間

13.6
時間

―

新型コロナウイルスの影響により、研修が中止
になったため、研修時間が減少した。
今後はオンライン研修を活用することにより、
研修時間を確保していく。

②偏った年齢構成となって
いる業務における人員配置
の見直し

継続
実施

継続
実施

→

定年退職者の補充に新規採用職員を充て、年齢
構成の平準化に努めたが、未だ50歳以上が多く
を占めているため、今後とも年齢構成の平準化
に努める必要がある。

2
他事業体等との連
携の継続的な検討

①他事業体と共同で行う勉
強会、研究会の参加件数
■目標
　2022年度：40回/年
  2027年度：50回/年

33回 - －

新型コロナウイルスの影響により、研修等が中
止になったため目標値を下回った。
引き続き、他団体と連携した取組について検討
していく必要がある。

①配水量1㎥当たり電力消
費量
■目標
　現状維持

0.25kw
h/㎥

0.244k
wh/㎥

〇
施設の老朽度を勘案し可能な施設は統廃合等に
より廃止した。今後とも効率的な水運用の検討
を行う必要がある。

②省エネルギー（低公害）
車の導入について検討

新規 1台 〇
更新時期を迎えた車両を低燃費車両や低排出ガ
ス認定車に更新した。

2
再生可能エネル
ギーの導入促進

①土地貸しによる太陽光発
電における再生可能エネル
ギー発電量（公称最大出
力）
■目標
　現状以上

17.1万
kwh

19.4万
kwh

〇
水道施設の土地貸しによる太陽光発電の発電量
は公称最大出力を上回る実績であった。
引き続き、取り組んでいく。

3

水道施設整備工事
で生じる建設廃棄
物のリサイクルの
継続と廃棄物の排
出抑制

②建設廃棄物リサイクル率
■目標
　100％を維持

100% 100% 〇

建設廃棄物のリサイクルの促進を継続して行っ
た結果、リサイクル率100％を維持した。今後
においても、引き続き環境負荷の低減を維持す
る。

2
より一層の経営の
効率化

1
計画的な人材育成
による技術力の継
承・向上

1
更新需要の増加に
対する財源の確保

2.経営基盤の強化

3.組織体制の強化

4.環境への配慮

項目 目標 中間評価

1
より一層の最適な
水運用の検討
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計画

策定時
実績

2015年度 2021年度

1
自己水源の安定的
な水量の確保

①十日市浄水場（深井戸）
の取水量
■目標 12,000㎥/日
（施設能力の上限）

9,855
㎥/日

10,219
㎥/日

△

老朽化による揚砂量の増加で取水制限していた
深井戸1号井の掘替工事を2020年度に実施し
た。今後も計画的に深井戸の更新を実施してい
く。

①水道施設数
■目標  39か所

45か所 43か所 ―

市内配水区域の最適化に向けた区域変更及び施
設の統廃合（野々宮配水場及び花園配水場配水
ポンプの廃止）などを実施した。
清阪浄水場及び清阪配水池については、施設の
老朽化が進行していないため、今後は老朽化状
況に応じて統合を実施していく。また、馬場中
継ポンプ場及び梅原加圧ポンプ室については、
彩都東部地区の開発に合わせて、廃止を実施し
ていく。

②浄水池や配水池等の日常
的・定期的な点検、防水補
修等による長寿命化対策の
実施
水道施設のポンプ設備や受
配電設備、電気計装設備等
の定期保守点検や分解補修
等の実施

継続
実施

継続
実施

→
水道施設のポンプ設備や受配電設備、電気計装
設備等の定期保守点検や分解補修等を実施し
た。今後も、計画的に長寿命化を図っていく。

③重要度の高い水道施設の
更新状況などの積極的な情
報提供

継続
実施

継続
実施

→
オンラインイベントといった新しい形でのPRを
実施することができた。引き続き、積極的に取
り組んでいく。

有収率
■目標
　95％以上を維持

95.2% 95.3% 〇
老朽管の計画的な更新や漏水調査により、目標
を達成した。
今後も管路の適正な維持に努めていく。

管路の更新率
■目標
　年間1.0％以上

0.75% 0.65% △

多大な更新費用を要する口径の大きい基幹管路
の更新を優先して行ったため、更新率は1.0％
を下回った。しかし、今後は小口径が主となる
ため、更新率が上昇し、計画期間内には目標を
達成する見込みである。引き続き、管路の更新
に取り組んでいく。

1
継続的な施設の耐
震化対策の推進

配水池の耐震化率
■目標  100％

91.4% 100.0% 〇

目標達成により施策終了。
（2020年度に野々宮配水場（1号配水池）を廃
止したことにより、配水池の耐震化率は100％
を達成）

管路の耐震化済み重要給水
施設数
■目標
　2022年度：15か所
  2027年度：24か所

0か所 13か所 △

13か所の重要給水施設への管路の耐震化が完了
した。今後は、重要給水施設数の増加に伴い、
計画の見直しを行い、引き続き取り組んでい
く。

基幹管路の耐震管率
■目標
　2022年度：44%
  2027年度：45%

35.50% 53.60% 〇

基幹管路の更新にあわせて、耐震化を実施し、
目標は達成した。今後は目標値の設定について
見直しを行い、引き続き、管路の耐震化に取り
組んでいく。

強
靭

2

水需要の動向を注
視しつつ重要度に
応じた水道施設の
計画的な更新

施
策

項目 目標 中間評価

5.水道施設の適切な維持及び更新

3
管路更新など継続
的な老朽化対策の
推進

6.水道施設の耐震化の推進

2
計画的な耐震管の
整備

■資料 1-3 「茨木市水道事業ビジョン」における事後評価【強靭】 
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■資料 1-4 「茨木市水道事業ビジョン」における事後評価【強靭】 

計画
策定時

実績

2015年度 2021年度

1
応急給水体制の拡
充と応急給水拠点
の認知度向上

①応急給水拠点の認知度
（アンケート）
■目標年度までに
　100％達成

12.1% 12.0% →

ホームページや「いばなびマップ」などに掲載
したほか、水道イベントで応急給水拠点や給水
方法についてPRを行ったが、2021年度のアン
ケート調査（12.0%）では認知度は前回と変わ
らなかった。今後とも認知度向上に向けて、積
極的に取り組んでいく。

①危機管理マニュアルの充
実
災害時の復旧活動に必要と
なる資機材や浄水場で使用
する薬品の安定した調達確
保
委託業者等との災害時協力
体制の拡充
危機管理時の基本となる初
期対応体制の構築

継続
実施

継続
実施

→

一部の委託業者等と災害時における水道の応急
活動の応援に関する協定の締結したほか、市地
域防災計画の修正に合わせた危機管理マニュア
ルの見直しを行った。引き続き、取り組んでい
く。

② 危機管理に対する取り
組みについて、ホームペー
ジでの応急給水訓練の動画
配信など、効果的な方法に
よる情報提供の実施

新規
継続
実施

→

災害対応訓練の記事をホームページに掲載した
ほか、イベントでは、応急給水拠点など災害時
に役立つ情報の提供を行った。引き続き、危機
管理に対する取り組みについて、積極的に周知
を行う。

③隣接都市や自衛隊等の関
係機関と連携した訓練
■目標年度
　定期的な実施

新規
継続
実施

－

新型コロナウイルスにより合同訓練が中止に
なったこともあったが、水道部独自訓練や実際
に他市での応急給水活動を実施したため、災害
時の対応能力は向上した。今後も定期的に実施
していく。

3
災害時におけるお
客さまとの共助関
係の構築

①お客さまとの共同訓練の
実施
年１回以上実施

新規 実施中 －

予定していた説明会が新型コロナウイルスの感
染拡大などにより、中止となった。今後は、重
要給水施設との共同訓練の実施も検討してい
く。

①バックアップ率
■目標  60％

21% 71% 〇

2019年度に花園配水区域の複数水源化を完了し
た。これにより花園配水区域は、3つの水源
（十日市浄水場自己水及び企業団村野浄水場・
三島浄水場）からの配水が可能になるととも
に、停電時の断水が懸念される野々宮配水場を
廃止することにより、給水の安定性が大幅に改
善された。今後も継続して、バックアップ体制
の強化に取り組んでいく。

②浄水場などへの侵入防止
対策や水質監視対策を実施
警察をはじめ関係機関と連
携した強化方法の検討

継続
実施

継続
実施

〇

外部からの異物投入等を防御するために、十日
市浄水場内の開口池（着水井、ろ過池、配水排
泥池等）の上部に覆蓋設置工事を実施した。今
後も、覆蓋設置工事を進めていく。

強
靭

施
策

項目

7.危機管理体制の強化

2

危機管理に対する
取り組みの周知と
継続的な訓練の実
施

4

想定外を考慮した
危機管理に対する
新たな取り組みの
推進

中間評価目標
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 ※「茨木市水道事業経営戦略」の事後評価において、「茨木市水道事業ビジョン」の事後評価と 

重複する項目については、記載を省略しています。 

■資料 1-6 「茨木市水道事業経営戦略」における事後評価※ 

■資料 1-5 「茨木市水道事業ビジョン」における事後評価【安全】 

計画
策定時

実績

2016年度 2021年度

1 資金残高

事業を継続するために
最低限必要な資金の確
保
■目標
　25億円以上

38.7億
円

33.0億
円

〇
資金残高は目標値以上となった。
引き続き、資金の確保に努めていく。

2 経常収支比率

経営の健全性が確保で
きるよう経営基盤の強
化を図る
■目標
　100％以上

114.1% 113.8% 〇

目標値以上となり、健全な経営を維持でき
ている。
今後も、投資・財政計画に基づいた経営を
行っていく。

財
政

施
策

項目 目標 中間評価

計画
策定時

実績

2015年度 2021年度

①水質基準不適合率
■目標  0%を維持

0 0 〇

厚生労働省や大阪府、大阪広域水道企業団が実
施する外部精度管理へ積極的に参加した。ま
た、内部精度管理を実施し、必要に応じて改善
措置を実施した。引き続き、取り組んでいく。

②『茨木市水安全計画』に
おける管理対応措置の内容
及び対応方法の運用状況に
基づく見直し

運用中 運用中 〇

水安全計画について、毎年レビューを行い、管
理対応措置の内容及び対応方法の運用状況に基
づく見直し等を行った。今後も、適宜見直しを
行っていく。

①鉛製給水管率
■目標年度までに解消

2.5% 1.6% 〇
老朽管更新整備に合わせ、面的に解消を図るほ
か、所有者に対する指導に努めている。引き続
き、解消に取り組んでいく。

②5年間における小規模貯
水槽水道指導率
■目標  100％を維持

100% 100% 〇
毎年度、計画的に点検検査を実施し、必要に応
じて改善指導を行っている。引き続き、取り組
んでいく。

1
水質検査結果のよ
りわかりやすい情
報提供

①安全な水の供給に関する
満足度（アンケート）
■目標
　2022年度：80％
  2027年度：90％

64.7% 84.3% →

水質検査結果に関するホームページについて、
水質基準項目の説明や健康への影響などを表記
し、採水地点を地図上に示すなど、リニューア
ルを行った。今後も継続して、分かりやすく情
報提供を行っていく。

①おいしい水の供給に関す
る満足度（アンケート）
■目標
　2022年度：70％
  2027年度：80％

59.1% 73.3% －
末端給水栓の残留塩素濃度を定期的に測定し、
適正な管理を行った。

②イベント参加者数（浄水
場施設見学、利き水会な
ど）
■目標
　2022年度：2,000人
  2027年度：2,500人

1,743
人

0人 ―
新型コロナウイルスの感染拡大までは目標を達
成した。今後は、開催手法等を検討しつつ、積
極的に情報提供を行っていく。

8.水質管理の充実と強化

9.水道水の信頼性強化

施
策

項目 目標

1 水質管理の強化

2
給水栓における水
質保持

安
全

より一層の安全で
おいしい水の提供

2

中間評価
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２ 経営における現状分析 
（１）経営比較分析表 
経営比較分析表では、経営及び施設の状況を表す経営指標を活用し、経年比較や他公営企

業との比較、複数の指標を組み合わせた分析を行います。これにより、経営の現状及び課題

を的確かつ簡明に把握することが可能となります。 

  

 

 

 

 

１.経営の健全性・効率性 

【料金回収率（％）】  

料金回収率は、給水に係る費用が、どの程度給水

収益で賄えているかを表した指標です。 

2020 年度（令和 2 年度）の本市は、料金回収率

も 100％を上回っていますが、類似団体平均値を

下回る傾向となっています。これは 2010 年度（平

成 22 年度）に料金改定を行ったことにより、水

道料金を継続して比較的低く抑えている影響と

考えられます。 

 

【経常収支比率（％）】  

経常収支比率は、給水収益等で維持管理費や支払

利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指

標です。 

2020 年度（令和 2 年度）の本市は、100％を超え

ており、経営の健全性が保たれている状況といえ

ます。 

 

 ■ 茨木市   ―  類似団体平均値   【 】 令和 2年度全国平均値 

 類似団体比較：業務指標（PI）をホームページ等で公表している「現在給水人口

15 万人以上 30万人未満」の団体の平均値 

グラフ凡例 

 
H28 H29 H30 R01 R02

当該値 106.08 105.91 103.4 106.79 103.57

平均値 107.61 106.02 104.84 106.11 103.75

101.00

102.00

103.00

104.00

105.00

106.00

107.00

108.00

【100.05】

 
H28 H29 H30 R01 R02

当該値 114.12 114.91 114.91 117.71 115.81

平均値 115.36 113.95 112.62 113.35 112.36

109.00

110.00

111.00

112.00

113.00

114.00

115.00

116.00

117.00

118.00

119.00

【110.27】
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【流動比率（％）】 流動比率は、短期的な債務に対する支払能力を表

す指標です。 

2020 年度（令和 2 年度）の本市は、100％を超え

ており、問題はない状況といえます。なお、2018

年度（平成 30 年度）以降において比率が減少し

ている要因は、送水ポンプ場築造工事や浄水場の

中央監視設備改修、大規模水道管布設工事等を実

施し例年より現金支出が増加していたためであ

り、当該事業は 2020 年度（令和 2 年度）までに

完了しています。 

【給水原価（円）】  

給水原価は、有収水量 1m3あたりについて、どれ

だけの費用がかかっているかを表す指標です。 

2020 年度（令和 2 年度）の本市は、類似団体平

均値を下回る数値となっており、効率的な運営が

行われているといえます。 

 

【施設利用率（％）】  

施設利用率は、施設の利用状況や適正規模を表す

指標です。 

2020 年度（令和 2 年度）の本市は、類似団体平

均値を上回る数値となっており、施設を効率的に

利用できているといえます。 

 

【有収率（％）】  

有収率は、水道施設を通して供給される水量がど

の程度収益に繋がっているかを表す指標です。 

2020 年度（令和 2 年度）の本市は、類似団体平

均値を大幅に上回る数値となっているため、今後

も高水準を維持できるよう施設管理を行います。 

 

 

 

 

H28 H29 H30 R01 R02

当該値 138.61 139.38 142.82 139.52 139.25

平均値 155.69 158.6 161.82 161.03 159.93

125.00

130.00

135.00

140.00

145.00

150.00

155.00

160.00

165.00

【166.40】

H28 H29 H30 R01 R02

当該値 95.38 95.09 95.26 94.7 95.03

平均値 90.62 90.13 90.19 90.03 90.09

87.00

88.00

89.00

90.00

91.00

92.00

93.00

94.00

95.00

96.00

【89.82】

 
H28 H29 H30 R01 R02

当該値 318.49 364.87 289.71 264.11 247.2

平均値 311.99 307.83 318.89 309.1 306.08

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

【260.31】

 
H28 H29 H30 R01 R02

当該値 75.02 75.17 74.73 74.43 76.5

平均値 62.46 62.88 62.32 61.71 63.12

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

【60.69】

91



  

   

資料編 

 

 

２.老朽化の状況 

【有形固定資産減価償却率（％）】 

（％）】 

 

有形固定資産減価償却率は、施設全体の減価償却

がどの程度進んでいるかを表す指標です。 

2018 年度（平成 30 年度）を除き、類似団体平均

値の推移と同様に微増の傾向ですが、類似団体平

均値より低水準で推移しており、計画的に施設更

新を行っている結果、類似団体より老朽化は進ん

でいないといえます。 

 

【管路経年化率（％）】 

 

 

管路経年化率は、法定耐用年数を超えた管路延長

の割合を表す指標です。 

2020 年度（令和 2 年度）の本市は、類似団体平

均値より低水準であり、そのため、老朽化は進ん

でいないといえます。 

 

【管路更新率（％）】  

管路更新率は、管路の更新ペースや状況を把握で

きる指標です。 

2020 年度（令和 2 年度）の本市は、類似団体平

均値と同程度に推移しています。老朽管の更新に

ついては、水道施設更新計画に基づいて進めてい

ます。なお、2020 年度（令和 2 年度）は多額の更

新工事を行った結果、1％を超える結果となり、

類似団体平均値を上回りました。 

  

 

 

H28 H29 H30 R01 R02

当該値 46.52 47.79 45.92 46.94 46.97

平均値 48.01 48.01 48.86 49.6 50.31

43.00

44.00

45.00

46.00

47.00

48.00

49.00

50.00

51.00

【50.19】

H28 H29 H30 R01 R02

当該値 0.46 0.51 0.71 0.75 1.18

平均値 0.67 0.65 0.7 0.72 0.69

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

【0.69】

H28 H29 H30 R01 R02

当該値 12.48 12.78 14.51 15.63 16.73

平均値 16.17 16.6 18.51 20.49 21.34

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

②管路経年化率(％)
【20.63】
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（２）北摂他市と比較した経営状況 

 

※▲：数値が高い方が望ましい、▼：数値が低い方が望ましい 

 

 

 

経営指標（2020 年度） 茨木市 北摂他市 

平均 

数値の見方 

※ 

① 経常収支比率 経営の健全性 115.8％ 117.4% ▲ 

② 事業収益対資金残高比率 資金の余力 86.0％ 133.4% ▲ 

③ 企業債残高対給水収益比率 債務の状況 87.7％ 242.0% ▼ 

④ 料金回収率 料金の水準 103.6％ 105.3% ▲ 

⑤ 給水原価 料金の水準 139.3 円/m3 153.3 円/m3 ▼ 

⑥ 施設利用率 施設等の効率性 76.5% 67.6％ ▲ 

⑦ 有収率 施設等の効率性 95.0% 95.9％ ▲ 

⑧ 有形固定資産減価償却率 老朽化の状況 47.0% 50.4％ ▼ 

⑨ 管路経年化率 老朽化の状況 16.7% 35.8％ ▼ 

⑩ 管路更新率 老朽化の状況 1.2% 1.2% ▲ 

北摂他市の比較：豊中市、箕面市、吹田市、高槻市、摂津市、池田市の平均値 

◆チャート上の差異は、偏差値の差異であり、絶対値ではない。   

◆偏差値は、類似団体の平均を基準としておりグラフは中心から外側に行くほど良好な状態を示す。 

■資料 2-1 経営比較分析表（北摂他市との比較） 

北摂他市平均 茨木市 
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経営指標の比較の結果、『財務の状況』を示す指標では、「経常収支比率」、「料金回収率」

は、北摂他市の平均より若干低いものの、100％以上を示しており良好な数値となっています。

また、「企業債残高給水収益比率」、「給水原価」は、北摂他市の平均と比較して良好な数値と

なっています。 

一方で、「事業収益対資金残高比率」は、北摂他市の平均を下回っており、かつ 100％を下

回っていますが、これは施設整備に伴い資金残高が減少しているためです。以上のことから、

経営の健全性は概ね良好であるといえます。 

『施設の状況』を示す指標では、「施設利用率」、「有形固定資産減価償却率」、「管路経年化

率」、「管路更新率」は北摂他市の平均と比較して良好な数値となっています。なお、「有形固

定資産減価償却率」、「管路経年化率」からわかるように北摂他市よりも施設や管路の老朽化

は進んでいない状況にあります。ただし、将来において、耐用年数を超える管路が年々増加

する状況にあるため、今後も管路や施設の更新を継続的に進める必要があります。また、「有

収率」は北摂他市の平均より若干低いものの、95％と高い水準となっています。 

今後、施設及び管路の適切な更新を行っていくためには、財源確保や財源構成の検討を進

めていく必要があります。また、現時点において「経常収支比率」は良好な数値（100％以上）

を示していますが、適切な更新を行った上でもなお経営の健全性が確保できるよう、経営基

盤の強化を図っていく必要があります。 
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３ 投資・財政計画を踏まえた原価計算表 
原価計算表とは、投資・財政計画における 2023 年度（令和 5 年度）～2032 年度（令和

14 年度）の収支から算出した結果を示したものであり、その結果を下記に示します。 

 

  
■資料 3-1 原価計算表（2023 年度～2032 年度（令和 5年度～令和 14年度）） 

布設年月日 昭和2年12月12日

給水人口 283,285人

計算期間 自 2023年4月 至 2032年 3月

（10年間）

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

4,335,137 4,542,618 4,542,618

1,670 3,581 3,581

434,780 376,995 376,995

4,771,587 4,923,194 0 4,923,194

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

350,543 365,962 365,962

193,530 183,317 183,317

134,451 155,650 155,650

1,923,204 1,959,113 1,959,113

10,985 13,141 13,141

470,562 670,738 11,630 659,108

3,083,275 3,347,922 11,630 3,336,291

81,521 62,213 62,213

※2 950,922 1,063,348 1,063,348

1,032,443 1,125,562 0 1,125,562

4,115,718 4,473,483 11,630 4,461,853

※1 給料には諸手当、福利費を含む。

※2 長期前受金戻入を除く。

0

4,461,853

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 102

資 産 維 持 費 （ Z ）

料 金 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）

小 計

資
本
費

支 払 利 息

減 価 償 却 費

小 計

合 計 (Y)

維
持
管
理
費

人 件 費 ※1

修 繕 費

動 力 費

受 水 費

材 料 費

そ の 他

受 託 工 事 収 益

そ の 他

合 計

支　　出　　の　　部

項 目

金　　　　　　　　額

料 金 (X)

原価計算表

収　　入　　の　　部

項 目

金　　　　　　　　額
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４ 水道事業ガイドラインの主な業務指標から見た本市の現状 
業務指標とは、水道事業の施設能力や経営状況など、事業全般にわたって数値化したもの

で、多角的な視点から事業経営の自己診断を行うことができます。 

これらの業務指標を算出することで、本市の水道事業の現状を数値化し、わかりやすく、

かつ客観的に水道事業を把握することができます。 

以下に、水道事業の現状分析に用いる主な業務指標を示します。 

  
       

１.水道施設に関する項目 

指標名（B503） 優位性 業務指標 

法定耐用年数超過管路率（％） ↓ 
 

算出式 

法定耐用年数を超えている管路延長／管路延長×100 

説明 

管路の延長に対する法定耐用年数を超えている管路の割合であり、 

管路の老朽化度、更新の取り組み状況を表す指標 

茨木市 北摂他市 

平均値 

R2 

類似団体 

平均値 

R 元 H29 H30 R 元 R2 R3 

12.8 14.5 15.6 16.7 19.7 35.8 20.7 

考察 北摂他市平均値より低く、類似団体平均値とほぼ同程度であるため、管路は比較的健全な状態で維持されているといえます。 

 

指標名（B504） 優位性 業務指標 

管路の更新率（％） ↑ 
 

算出式 

更新された管路延長／管路延長×100 

説明 

年間で更新した管路延長の総延長に対する割合（％）を示す指標 

茨木市 北摂他市 

平均値 

R2 

類似団体 

平均値 

R 元 H29 H30 R 元 R2 R3 

0.51 0.72 0.76 1.19 0.65 1.21 0.68 

考察 北摂他市平均値よりは低いものの、類似団体平均値と同程度であるため、計画的な更新が実施されているといえます。   

●優位性                    ●凡例 

  ↑ … 値が高い方が望ましい指標         茨木市    (H29～R3)  

  ↓ … 値が低い方が望ましい指標         北摂他市平均（R2） 

                               類似団体平均（R 元） 

●他事業体との比較 

北摂他市：豊中市、箕面市、吹田市、高槻市、摂津市、池田市 

 類似団体：業務指標（PI）をホームページ等で公表している「現在給水人口15万人以上30 万人

未満」 
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２.危機管理に関する項目 

指標名（B602） 優位性 業務指標 

浄水施設の耐震化率（％） ↑ 
 

 

算出式 

耐震対策の施された浄水施設能力／全浄水施設能力×100 

説明 

全浄水施設能力に対する耐震対策が施されている浄水施設能力の割合 

であり、地震災害に対する浄水処理機能の信頼性･安全性を表す指標 

茨木市 北摂他市 

平均値 

R2 

類似団体 

平均値 

R 元 H29 H30 R 元 R2 R3 

29.4 29.4 29.4 29.4 29.4 52.8 38.5 

考察 北摂他市平均値や類似団体平均値より低くなっており、十日市浄水場（沈でん池）の耐震化が必要となっています。  
指標名（B604） 優位性 業務指標 

配水池の耐震化率（％） ↑ 
 

 

算出式 

耐震対策の施された配水池有効容量／配水池等有効容量×100 

説明 

全配水池容量に対する耐震対策の施された配水池の有効の割合 

であり、地震災害に対する配水池の信頼性･安全性を表す指標 

茨木市 北摂他市 

平均値 

R2 

類似団体 

平均値 

R 元 H29 H30 R 元 R2 R3 

93.3 93.3 100.0 100.0 100.0 87.1 58.4 

考察 R2 年 2 月に野々宮配水場を休止したことにより、配水池の耐震化は R 元年度に 100％に達しています。  
指標名（B605） 優位性 業務指標 

管路の耐震管率（％） ↑ 
 

 

算出式 

耐震管延長／管路延長×100 

説明 

導･送･配水管（配水支管を含む）全ての管路の延長に対する耐震管の延長 

の割合であり、地震災害に対する水道管網の安全性･信頼性を表す指標 

茨木市 北摂他市 

平均値 

R2 

類似団体 

平均値 

R 元 H29 H30 R 元 R2 R3 

20.4 21.8 23.0 24.3 25.1 19.0 14.2 

考察 北摂他市平均値や類似団体平均値よりも高くなっており、年々着実に管路の耐震化が進んでいます。 
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指標名（B203） 優位性 業務指標 

給水人口一人当たり貯留飲料水量（Ｌ/人） ↑ 
 

 

算出式 

（配水池有効容量×1/2+緊急貯水槽容量）×1000／現在給水人口 

説明 

給水人口一人当たり何Ｌの水が常時貯められているかを示す指標 

茨木市 北摂他市 

平均値 

R2 

類似団体 

平均値 

R 元 H29 H30 R 元 R2 R3 

142 142 122 108 108 110 147 

考察 北摂他市平均値や類似団体平均値と同程度の飲料水が常時確保されています。 

 

指標名（B611） 優位性 業務指標 

応急給水施設密度（か所/百 km2） ↑ 
 

 

算出式 

応急給水施設数／現在給水面積×100 

説明 

100km2当りの応急給水施設数であり、 

震災時などにおける飲料水の確保のしやすさを表す指標 

茨木市 北摂他市 

平均値 

R2 

類似団体 

平均値 

R 元 H29 H30 R 元 R2 R3 

47.2 47.2 59.2 59.2 57.1 27.0 24.8 

考察 北摂他市平均値や類似団体平均値よりも高くなっており、応急給水対策はかなり進んだ状況にあります。  
３. 水質管理に関する項目 

指標名（A204） 優位性 業務指標 

直結給水率（％） ↑ 
 

 

算出式 

直結給水件数／給水件数 

説明 

総給水件数に対する受水槽を経由せず直接給水される件数の割合（％）を示す指標。

水質の悪化を防ぐ観点から、直結給水が進められている。 

茨木市 北摂他市 

平均値 

R2 

類似団体 

平均値 

R 元 H29 H30 R 元 R2 R3 

98.3 98.4 98.4 98.5 98.5 88.7 － 

考察 北摂他市平均値よりも高く、直結給水区域の拡大はかなり進んだ状況にあります。   
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指標名（A205） 優位性 業務指標 

貯水槽水道指導率（％） ↑ 
 

 

算出式 

貯水槽水道指導件数／貯水槽水道数 

説明 

貯水槽水道総数に対する調査・指導の割合（％）を示す指標。ビルなどの貯水槽は 

水道事業者の管理ではないが、衛生上管理が問題となるので指導を行う。 

茨木市 北摂他市 

平均値 

R2 

類似団体 

平均値 

R 元 H29 H30 R 元 R2 R3 

28.0 31.4 28.7 33.8 29.9 37.5 － 

考察 北摂他市平均値より低くなっており、さらなる管理状況の調査や改善指導が必要となっています。  
指標名（A401） 優位性 業務指標 

鉛製給水管率（％） ↓ 
 

 

算出式 

鉛製給水管使用件数／給水件数 

説明 

鉛管を使用している件数の全給水件数に対する割合（％）を示す指標 

茨木市 北摂他市 

平均値 

R2 

類似団体 

平均値 

R 元 H29 H30 R 元 R2 R3 

2.2 2.1 2.0 1.8 1.6 2.8 8.1 

考察 北摂他市平均値や類似団体平均値より低く、更新が進んでいますが、早期更新に向けた整備を継続していく必要があります。  
４. 環境に関する項目 

指標名（B301） 優位性 業務指標 

配水量 1m3当たり電力消費量（kWh/m3） ↓ 
 

 

算出式 

電力使用量の合計／年間配水量 

説明 

取水から給水栓まで１m3の水を送水するまでに要した 

電力消費量を示す指標 

茨木市 北摂他市 

平均値 

R2 

類似団体 

平均値 

R 元 H29 H30 R 元 R2 R3 

0.25 0.25 0.26 0.25 0.25 0.35 0.34 

考察 エネルギー消費量の少ない配水区域の拡張などの取り組みにより、北摂他市平均値や類似団体平均値より低くなっています。     
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５. 経営に関する項目 

指標名（C107） 優位性 業務指標 

職員一人当たり給水収益（千円/人） ↑ 
 

 

算出式 

給水収益／損益勘定所属職員数 

説明 

損益勘定所属職員一人当たりの労働生産性について、 

給水収益を基準として把握するための指標 

茨木市 北摂他市 

平均値 

R2 

類似団体 

平均値 

R 元 H29 H30 R 元 R2 R3 

92,955 92,608 92,779 77,249 65,684 58,571 83,179 

考察 北摂他市平均値や類似団体平均値よりも高くなっており、効率的に事業を運営できているといえます。  
指標名（C117） 優位性 業務指標 

1 か月当たり家庭用料金（20m3）（円） ↓ 
 

 

算出式 

1 か月 20m3当り家庭用料金（料金表による） 

説明 

１か月に 20m3使用した場合における水道料金であり、 

契約者の経済的利便性を表す指標 

茨木市 北摂他市 

平均値 

R2 

類似団体 

平均値 

R 元 H29 H30 R 元 R2 R3 

1,998 1,998 2,035 2,035 2,035 2,660 2,878 

考察 1 か月当たり家庭用料金は、北摂他市平均値や類似団体平均値よりも安価となっています。   
指標名（C119） 優位性 業務指標 

自己資本構成比率（％） ↑ 
 

 

算出式 

[(資本金+剰余金+評価差額等+繰延収益)／負債・資本合計]×100 

説明 

総資本（負債及び資本）に対する自己資本の割合であり、 

財務の健全性を表す指標 

茨木市 北摂他市 

平均値 

R2 

類似団体 

平均値 

R 元 H29 H30 R 元 R2 R3 

85.8 86.8 88.1 88.5 100 67.2 70.1 

考察 北摂他市平均値や類似団体平均値よりも高く、健全に事業を運営できているといえます。    
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５ お客さまアンケート 
本ビジョン・経営戦略を改定するにあたり、お客さまの水道事業に対するニーズを把握す

るため、アンケート調査を実施しました。 

（１）アンケート調査の概要 

  

（２）アンケート結果（一部抜粋） 
水道の現状 ■本市水道事業の取り組みについて 

設問：茨木市水道部の取り組みについて、どのように感じていますか。 

 

 

     
 

水道のサービス ■充実すべき水道サービスついて（第 4章 P,39） 

設問：水道サービスとして、これから充実するべきだと思う項目がありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今回 

（2021 年度（令和 3 年度）） 

※参考  

前回（2016 年度（平成 28 年度）） 

調査地域 茨木市全域 

調査対象 市内在住者から無作為抽出した 1,000 人 

調査期間 令和 3年 6月 28 日～8月 31 日 平成 28 年 9 月 2 日～9月 19 日 

有効回答数 382 部（38.2％） 456 部（45.6％） 

調査方法 郵送配布・郵送回収 
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0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

水道事業の広報などPR 

窓口対応などのサービス

地震などの災害に強い水道づくり

断水や減水のない安定した水の供給

おいしい水の供給

安全な水の供給

満足
やや満足
やや不満
不満
無回答

■資料 5-1 水道事業の満足度 
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ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる各種届け出の受付など利便性の向上

水道ﾓﾆﾀ-制度などによるお客さまとのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの充実

各種ｲﾍﾞﾝﾄの開催や水道広報紙などによる広報活動の充実

その他

■資料 5-2 充実すべき水道サービス 
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広報活動  ■広報活動の認知度 

設問：茨木市が行っている水道に関する広報活動を知っていますか。             
■水道について関心のある項目（第 4 章 P,38） 

設問：水道について関心のある項目はありますか。                        

62.0%
56.8% 57.9%
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11.0%
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水道の故障や水漏れなどの対応や問い合わせ先 地震対策などの災害対策への取り組み

水道事業の経営状況について 今後の事業計画について

水道施設の整備状況について イベント情報

その他

■資料 5-3 広報活動の認知度 

■資料 5-4 水道について関心のある項目 
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市ホームページ

（上下水道）
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「広報いばらき」
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知らない

無回答
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災害対策  ■飲料水の備蓄状況（第 4章 P,30） 

設問：あなたのご家庭では、地震などの災害時に備え、一人あたり、どのくらいの量の飲 

料水を備蓄されていますか。  

       
     

 

 

 

  

 

 

■応急給水拠点の認知度 

設問：あなたのお住まいの近くにある応急給水拠点の場所を知っていますか。 

 

  
                

備蓄していない 

26％ 

9L 以上 

27％ 

6～8L 

12％ 

■無回答 2％ 

3～5L 

15％ 

3L 未満 

18％ 

■具体的な場所を知っている 5％ 

知らない 85％ 

■だいたいの場所を知っている 7％ ■無回答 3％ 

備蓄していない 

36％ 

9L 以上 

18％ 

6～8L 

11％ 

3～5L 

12％ 

3L 未満 

19％ 

■無回答 4％ ※参考 前回調査結果 

■具体的な場所を知っている 5％ 

■だいたいの場所を知っている 7％ ■無回答 5％ 

知らない 83％ 

■資料 5-5 飲料水の備蓄状況  

■資料 5-6 応急給水拠点の認知度  

※参考 前回調査結果 
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■災害時に知りたい情報（第 4 章 P,38） 

設問：地震などの災害が発生した場合、水についてどのような情報が知りたいですか。 

              
■優先すべき地震対策 

設問：地震などの災害への対策として、どのような対策を優先すべきだと思われますか。 

   
           

88.5%

50.5%

36.1%

79.8%

46.6%

0.0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

応急給水の場所・日時について 市内の断水地域について

水道施設の被害状況について 水道の復旧見込みについて

水道水の安全性について その他

■資料 5-7 災害時に知りたい情報  

■資料 5-8 優先すべき地震対策  

42.7%

76.4%

51.3%

22.0%

7.1% 4.2%

41.1%

20.2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
配水池などの水道施設の耐震化

地震に強い水道管への更新

耐震性貯水槽など応急給水施設の整備

他都市との応援体制の強化

復旧態勢確立のための訓練の実施

応急給水拠点についての広報・ＰＲ

飲料水の備蓄についての広報・ＰＲ

その他
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 
■大阪北部地震による水道の不具合（第 4 章 P,26） 

設問：大阪北部地震（2018 年）発生時に水道に関して困ったことなどありましたか。 

 

           
今後の取り組み   ■本市が今後優先すべき取り組み（第 4 章 P,39） 

設問：今後の茨木市水道部の取り組みのうち、どのような取り組みを優先すべきだと思わ 

れますか。 

           

なかった 74％ 

■断水して水の確保に困った 14％ 

■濁り水に困った 7％ 

■漏水修理の手配に困った 2％ 
■その他 

 3％ 

■資料 5-9 大阪北部地震による水道の不具合  

■資料 5-10 本市が今後優先すべき取り組み  
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19.7%

40.9%

26.2%
31.5%

0.3%
0%

20%

40%

60%

80%

100%
安全でおいしい水の提供

災害に強い水道づくり

お客さまサービスの向上

経営の効率化

広域化の推進

環境保全への貢献

その他
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自己水

企業団水

自己水＋企業団水（混合）

凡　　例

６ 送配水経路                  

長谷配水池 

村野浄水場 

（企業団） 

表流水 

上音羽 

分岐 
上音羽受水場 上音羽配水池 

■資料 6-1 送配水経路（2021 年度（令和 3 年度）） 

銭原配水池 

泉原分岐 泉原受水場 泉原配水池 

安元・板谷 

配水池 

忍頂寺送水 

ポンプ場 忍頂寺配水池 

下音羽送水 

ポンプ場 下音羽配水池 
彩都分岐 彩都受水場 あさぎ配水場 

あかね配水池 

やまぶき高区

配水池 

やまぶき中区

配水池 

やまぶき低区

配水池 

十日市 

分岐 

十日市浄水場 

（自己水） 

深井戸・浅井戸 

十日市浄水場 安威配水池 

山手台送水 

ポンプ場 

山手台高区 

配水池 

山手台低区 

配水池 

奈佐原 

分岐 
花園配水場 

馬場配水池 

 

馬場中継 

ポンプ場 
免山配水池 

 

梅原加圧 

ポンプ室 

三島浄水場 

（企業団） 

清阪浄水場 

（自己水） 

表流水 

深井戸 

西穂積配水場 

豊川配水池 

南春日丘 

西分岐 

清阪配水池 
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     ：企業団から各分岐点までの水の流れ 

     ：各分岐点から配水池までの水の流れ 

凡例 

■資料 6-2 送配水経路（2021 年度（令和 3 年度）） 
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配水池 概 要 

花園配水場 大阪広域水道企業団奈佐原分岐から受水し、十日市浄水場に送水しています。

また、奈佐原分岐から直送で給水区域内の各家庭などに給水しています。 

給水区域 末広町、園田町、総持寺駅前町、総持寺一～二丁目、総持寺台、

竹橋町、玉島一～二丁目、高田町、玉瀬町、玉島台、田中町、大

同町、寺田町、東宮町、戸伏町、中村町、中津町、並木町、中総

持寺町、西河原一～三丁目、西河原北町、西太田町、野々宮一～

二丁目、橋の内一～三丁目、花園一～二丁目、平田台、平田一～

二丁目、東太田一～四丁目、東野々宮町、双葉町、舟木町、別院

町、本町、星見町、真砂一～三丁目、真砂玉島台、宮元町、三咲

町、三島町、三島丘一～二丁目、南耳原一～二丁目、宮島一丁目、

南目垣一～三丁目、目垣一～三丁目、元町、若園町、駅前一～四

丁目、上中条一～二丁目、永代町、大手町、片桐町、上泉町、大

住町、五十鈴町、桑田町、主原町、稲場町、大池一～二丁目、水

尾一丁目、新和町、小柳町、島一丁目、庄一～二丁目、学園町、

学園南町、鮎川一～五丁目、白川一～三丁目、新堂一～三丁目、

太田東芝町、城の前町、太田一～三丁目、五日市一丁目 

西穂積配水場 大阪広域水道企業団南春日丘西分岐から受水するとともに十日市浄水場から

も受水し、配水ポンプにより給水区域内の各家庭などに給水しています。 

給水区域 主原町、岩倉町、宇野辺一～二丁目、丑寅一～二丁目、小川町、

蔵垣内一～三丁目、沢良宜西一～四丁目、沢良宜東町、沢良宜浜

一～三丁目、新庄町、下中条町、新中条町、新和町、島一～四丁

目、大正町、玉瀬町、玉水町、玉櫛一～二丁目、高浜町、天王一

～二丁目、並木町、奈良町、西中条町、西駅前町、東中条町、東

奈良一～三丁目、東宇野辺町、松ヶ本町、真砂一～二丁目、美沢

町、水尾一～四丁目、宮島二～三丁目、横江一～二丁目、若草町、

若園町、駅前一丁目、小柳町、西穂積町 

豊川配水池 大阪広域水道企業団南春日丘西分岐から受水し、自然流下で給水区域内の各

家庭などに給水しています。 

給水区域 井口台、宇野辺一～二丁目、駅前二丁目、大字中穂積、大字宿久

庄、大字福井、春日一～五丁目、上穂東町、上穂積一～四丁目、

北春日丘一～四丁目、郡一～五丁目、郡山一～二丁目、下穂積一

～四丁目、紫明園、新郡山一～二丁目、宿川原町、下井町、宿久

庄一～二丁目、豊川一～五丁目、豊原町、中穂積一～三丁目、中

河原町、西駅前町、西田中町、西穂積町、西豊川町、西福井一～

四丁目、畑田町、東福井一～二丁目、藤の里一～二丁目、穂積台、

松下町、見付山一～二丁目、南春日丘一～七丁目、南清水町、美

穂ヶ丘、室山一～二丁目、田中町、上郡二丁目  

■資料 6-3 各配水池・配水場における給水区域 
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配水池 給水区域 

安威配水池 十日市浄水場から受水し、自然流下で給水区域内の各家庭などに給水している

ほか、山手台送水ポンプ場に送水しています。 

給水区域 安威一～四丁目、五日市緑町、五日市一～二丁目、上野町、上郡

一～二丁目、十日市町、西福井四丁目、西安威一～二丁目、東福

井一～三丁目、東安威一～二丁目、松下町、南耳原一～二丁目、

耳原一～三丁目、南安威一～三丁目、彩都もえぎ一丁目、中河原

町、大字桑原、畑田町 

山手台高区 

配水池 

山手台送水ポンプ場から受水し、自然流下で給水区域内の各家庭などに給水し

ているほか、山手台低区配水池や馬場配水池、免山配水池などに送水していま

す。 

給水区域 大字大門寺、大字生保、山手台三～七丁目、山手台新町一～三丁

目、彩都はなだ一～二丁目、東福井四丁目、大字清水、大字福井、

大字桑原 

馬場配水池 山手台高区配水池から受水し、自然流下で給水区域内の各家庭などに給水して

います。 

給水区域 大字佐保 

免山配水池 山手台高区配水池から馬場中継ポンプ場を経由して受水し、自然流下で給水区

域内の各家庭などに給水しています。 

給水区域 大字佐保 

山手台低区 

配水池 

山手台高区配水池から受水し、自然流下で給水区域内の各家庭などに給水して

います。 

給水区域 大字桑原、山手台一～四丁目、山手台東町、彩都もえぎ一丁目、

大字安威 

あさぎ配水場 彩都受水場から受水し、自然流下で給水区域内の各家庭などに給水しているほ

か、送水ポンプであかね配水池に送水しています。 

給水区域 彩都あさぎ二～七丁目、清水一～二丁目、大字宿久庄、宿久庄二

～七丁目、藤の里二丁目 

あかね配水池 あさぎ配水場から受水し、自然流下で給水区域内に給水しています。また、配

水ポンプにより加圧給水している区域もあります。 

給水区域 彩都あかね 

やまぶき高区

配水池 

彩都受水場から受水し、自然流下で給水区域内の各家庭などに給水しているほ

か、やまぶき中区配水池に送水しています。 

給水区域 彩都やまぶき四～五丁目     
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配水池 給水区域 

やまぶき中区

配水池 

やまぶき高区配水池から受水し、自然流下で給水区域内の各家庭などに給水し

ているほか、やまぶき低区配水池に送水しています。 

給水区域 彩都あさぎ七丁目、彩都やまぶき二～四丁目、大字粟生岩坂、大

字佐保 

やまぶき低区

配水池 

やまぶき中区配水池から受水し、自然流下で給水区域内の各家庭などに給水し

ています。 

給水区域 彩都あさぎ一丁目、彩都あさぎ五～七丁目、彩都やまぶき一丁目 

泉原配水池 泉原受水場から受水し、自然流下で給水区域内の各家庭などに給水しているほ

か、下音羽送水ポンプ場、忍頂寺送水ポンプ場、安元･板谷配水池に送水して

います。 

給水区域 大字泉原、大字大岩、大字千提寺、山手台六～七丁目 

忍頂寺配水池 忍頂寺送水ポンプ場から受水し、自然流下で給水区域内の各家庭などに給水し

ています。 

給水区域 大字忍頂寺 

下音羽配水池 下音羽送水ポンプ場から受水し、自然流下で給水区域内の各家庭などに給水し

ています。 

給水区域 大字下音羽 

安元・板谷配

水池 

泉原配水池から受水し、自然流下で給水区域内の各家庭などに給水していま

す。 

給水区域 大字安元、大字車作 

上音羽配水池 上音羽受水場から受水し、自然流下で給水区域内の各家庭などに給水していま

す。 

給水区域 大字上音羽 

銭原配水池 上音羽受水場から受水し、自然流下で給水区域内の各家庭などに給水している

ほか、長谷配水池に送水しています。 

給水区域 大字銭原、大字長谷 

長谷配水池 銭原配水池から受水し、自然流下で給水区域内の各家庭などに給水していま

す。 

給水区域 大字長谷 

清阪配水池 清阪浄水場から受水し、自然流下で給水区域内の各家庭などに給水していま

す。 

給水区域 大字清阪    
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７ 水質検査結果    
項目※１ 基準値 

十日市浄水場 蔵垣内公園 清阪浄水場 

企業団受水 
深井戸 

(浄水) 

浅井戸 

(浄水) 
末端給水栓 

深井戸 

(浄水) 

一般細菌 100 個/mL 0 0 0 0 0 

大腸菌 
検出されな

いこと 
検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 

水銀及びその化合

物 
0.0005mg/L 0.00005 未満 0.00005 未満 0.00005 未満 0.00005 未満 0.00005 未満 

シアン化物イオン

及び塩化シアン 
0.01mg/L 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 0.001 未満 

フッ素及びその化

合物 
0.8mg/L 

0.08 未満～

0.10 

0.08 未満～

0.09 
0.14～0.18 

0.08 未満～

0.09 

0.08 未満～

0.08 

鉄及びその化合物 0.3mg/L 0.03 未満 0.03 未満 0.03 未満 0.03 未満 0.03 未満 

銅及びその化合物 1.0mg/L 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 

フェノール類 0.005mg/L 0.0005 未満 0.0005 未満 0.0005 未満 0.00005 未満 0.0005 未満 

pH 値 
5.8以上8.6 

以下 
7.2～7.7 7.4～8.0 6.8～7.5 7.1～7.9 7.0～7.7 

味 
異常でない

こと 
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 

臭気 
異常でない 

こと 
異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 

色度 5 度以下 0.5 未満 0.5 未満 0.5 未満 0.5 未満 0.5 未満 

濁度 2 度以下 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 0.1 未満 

※1「項目」は水道法で定められた水質基準 51 項目の内、代表的な項目を記載しています。   

■資料 7-1 水質検査結果（2021 年度（令和 3年度）） 
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８ 茨木市水道事業ビジョン・経営戦略改定までの経緯 
茨木市水道事業ビジョン・経営戦略の改定に当たっては、学識経験者や事業関係者、利用

者団体からの推薦者や公募市民等で構成される「茨木市水道・下水道事業審議会」での審議

やアンケート調査、パブリックコメントなどにより、お客さまから広く意見をいただきなが

ら検討を進めてきました。 

 

第 1 回茨木市水道・下水道事業審議会                               

日時：2022 年（令和 4年）6 月 27 日（月曜日） 

場所：福祉文化会館 2階 202 号室 

議題：審議会の運営及び公開について、会長・副会長の選出、諮問、内容の審議 

 

第 2 回茨木市水道・下水道事業審議会                               

日時：2022 年（令和 4年）8 月 23 日（火曜日） 

場所：福祉文化会館 2階 202 号室  

議題：内容の審議 

 

第 3 回茨木市水道・下水道事業審議会                               

日時：2022 年（令和 4年）10 月 4 日（火曜日） 

場所：福祉文化会館 2階 202 号室  

議題：内容の審議 

 

第 4 回茨木市水道・下水道事業審議会                               

日時：2022 年（令和 4年）11 月 1 日（火曜日） 

場所：福祉文化会館 2階 202 号室  

議題：内容の審議 

 

第 5 回茨木市水道・下水道事業審議会                               

日時：2022 年（令和 4年）11 月 28 日（月曜日） 

場所：福祉文化会館 2階 202 号室  

議題：内容の審議 
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パブリックコメントの実施                                        

意見等募集期間：2023 年（令和 5 年）1 月 5日から 1 月 25 日まで 

意見の提出方法：郵送、FAX、E メール、担当課への書面の提出、簡易電子申込システム  

資料の配布・閲覧場所：ホームページ、水道部総務課窓口（福祉文化会館 2 階）、下水道総 

務課窓口（市役所本館 8階）、情報ルーム（市役所南館 1階）、北 

辰出張所、各図書館 

意見提出件数：5 名（18 件） 

 

第 6 回茨木市水道・下水道事業審議会                               

日時：2023 年（令和 5年）2 月 21 日（火曜日） 

場所：福祉文化会館 2階 202 号室 

議題：パブリックコメントの意見と対応について、答申案の取りまとめ 
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茨木市水道・下水道事業審議会委員名簿 

 

（敬称略） 

職名 氏名 所属団体等  規則区分 

会長 仲上
なかがみ

 健一
けんいち

 立命館大学 名誉教授 学識経験者 

副会長 山野
や ま の

 一
かず

弥
や

 
公益社団法人日本水道協会 

大阪支所 支所長 
事業関係者 

委員 角谷
か ど や

 伸
しん

一郎
いちろう

  市民 

委員 井上
いのうえ

 しょうじょ  市民 

委員 岡崎
おかざき

 利美
と し み

 
追手門学院大学 経営学部  

准教授 
学識経験者 

委員 北舎
き た や

 和彦
かずひこ

 

地方共同法人 

日本下水道事業団 

近畿総合事務所 次長 

事業関係者 

委員 八木
や ぎ

 香織
か お り

 
茨木商工会議所会員 

エル法律事務所 弁護士 

利用者団体から 

推薦された者 

委員 佐名川
さ な が わ

 玲子
れ い こ

 茨木市消費者協会 会長 
利用者団体から 

推薦された者 

  計 8名  
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