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１ 経営マネジメントの推進

下水道局では、ＰＤＣＡサイクルに則ったマネジメントを徹底するため、事業

評価を行っています。

事業評価は、経営マネジメント目標で掲げる１０の実践目標及び３９の主な取

組（重複を除く。）の進捗状況を把握し、分析することで行います。

実践目標の進捗状況等を毎年度確認し、その評価結果を踏まえて必要な見直し

や翌年度の予算に反映させることによって、適切に経営マネジメントを推進して

いきます。

Ｐｌａｎ
予算原案

Ｄｏ
事業実施

Ａｃｔｉｏｎ
次期原案

Ｃｈｅｃｋ
達成確認

毎年度の予算審議 計画的・効率的な執行

関連計画の見直し 外部評価

実践目標

経営マネジメントの徹底

次の
実践目標へ

実践目標を着実に推進していくため、進捗状況等について、外部の有識者等

で構成する「埼玉県下水道局経営懇話会」における評価を実施します。

達成に向けた進捗状況等

評価

埼玉県下水道局経営懇話会

経営マネジメント目標の実効性を高め、効果的な推進を図る目的

計画等の策定及び進捗状況等の評価及び下水道局の経営全般所掌

１０名以内で、企業経営や都市政策等幅広い分野から委嘱委員

実践目標

（２）外部評価の実施

（１）ＰＤＣＡサイクルに則ったマネジメント

２



２ 実践目標の構成

Ⅰ 良好な水環境の確保
（河川の水質汚濁の防止）

（１）１０の実践目標

Ⅱ 下水道施設の保全

Ⅲ 災害対策の強化

Ⅳ 収支が均衡する安定的・
持続的な経営

Ⅴ 効率的執行体制の構築

事業の「持続」に関する実践目標 事業の「進化」に関する実践目標

Ⅵ 良好な水環境の確保
（東京湾の富栄養化の防止）

Ⅹ 新技術等の積極導入

Ⅸ 下水道資源の有効活用

Ⅷ 温暖化対策の推進

Ⅶ 市町村支援の充実

（２）主な取組（３９※重複を除く）

それぞれの実践目標に対し、複数の主な取組を定めています。

主な取組は、相対する実践目標を実現するために実施するもので、通常、

複数の個別予算事業で構成されています。

３



３ 実践目標に係る評価

（１）実践目標に係る取組の進捗状況・分析

（２）主な取組（３９）の評価

主な取組（３９）評価項目

３４概ね、順調Ａ

５若干、遅延（未達）Ｂ

０遅延（未達）Ｃ

０達成困難Ｄ

０主な取組（事業）の廃止Ｅ

１０の実践目標全体の進捗状況等について、「実践目標に係る取組シート」

（P5～P24）として取りまとめています。

各実践目標に係る主な取組３９項目について、令和６年３月３１日）時点で進捗

状況等を実績・評価一覧（P25～P31）として取りまとめ、自己評価しています。

左頁：実践目標【シート１】 右頁：取組の進捗状況・分析【シート２】

４



【主な取組】

 各水循環センターにおいて、放流先となる河川の水質基準（ＢＯＤ）等に適

合する処理を引き続き行い、河川の水質汚濁を防止する。

 下水の処理過程で発生する汚泥については、資源化やエネルギー化など

の活用に努めるとともに、関係法令等に基づき適切に焼却するなどして可

能な限り減量化する。

（出典）公益財団法人埼玉
県下水道公社資料より

汚水の処理状況

Ⅰ

良好な水環境
の確保

（河川の水質汚濁の防止）

各水循環センターにおける処理水質（ＢＯＤ）の状況 （令和３年度）

小山川

150 → 2.1

荒川上流

140 → 1.6

元荒川

130→ 2.2

140 → 1.8
古利根川

市野川

190 → 2.1

新河岸川上流

150 → 2.2

荒川

130 → 3.1

中川

190 → 2.0

新河岸川

310 → 2.3

水循環センター

流入時水質 → 放流時水質

（凡例）

※ＢＯＤ（年平均）：生物化学的
酸素要求量。水質汚濁の代表
的な指標で数値が大きいほど
汚濁している。
放流先の河川の環境基準は
２．０～５．０mg/L以下。

（単位：mg/L）

流入水 放流水

汚泥の減量化（令和３年度）

脱水ケーキ
年間

約53万トン
焼却灰

約１万トン

 関係市町から受け入れた下水を関係法令等に

基づき適正に処理して河川に放流するとともに、

発生する汚泥を適切に処理する

約１００分の２
に減量

引き続き各水循環センターにおける放流時の
水質を放流先河川ごとの水質基準に適合させる

重点
行動

５

◆実践目標Ⅰに係る取組シート１



《 取組の進捗状況・分析 》

 令和５年度は、全ての水循環センターで流域別下水道整備総合計画で定める目標水質を達成した。

 下水汚泥を固形燃料化、焼却及び消化することによって、固形燃料、セメント、軽量骨材及び消化ガスとして再資源化
した上で処理している。

※R5末の進捗目安：全水循環センターにおける放流先河川の環境基準の処理水質適合→小山川セが未達成

流入水質と処理水質の状況（R５年度）

下水汚泥の処理状況（R５年度）

河川
環境基準

流域別下水道整
備総合計画で定
める目標水質

R5R4R3R2R元

--140140130120110
荒川（戸田市）

５７3.43.33.13.33.7

--120120130110110
元荒川（桶川市）

５９3.61.82.21.62.2

--290310310240240
新河岸川（和光市）

５７1.21.72.32.12.3

--150120150130120新河岸川上流（川越
市） ５７2.83.12.22.72.0

--170180190190170
中川（三郷市）

５７2.52.02.01.41.3

--110120140110110
古利根川（久喜市）

５９3.31.91.82.71.7

--160150140120110
荒川上流（深谷市）

２101.41.71.61.62.0

--190190190180170
市野川（滑川町）

３３1.72.42.12.52.2

--150180150150180
小山川（本庄市）

２6.32.62.62.12.02.0

BOD︓mg/ℓ
上段︓流入水質、下段︓処理水質

セメント
22 t/日

軽量骨材
11 t/日

消化ガス
40 千㎥/日

固形燃料化ケーキ量
29 t-ds/日

焼却灰量
29 t/日

焼却ケーキ量
268 t-ds/日

処理固形物量
352 t-ds/日

消化

固形
燃料化

焼却

焼却灰
に加湿

可燃ガス

消化後固形物
33t-ds/日

固形燃料
7.9 t/日

６

◆実践目標Ⅰに係る取組シート２

消化汚泥量
88 t-ds/日

※流域別下水道整備総合計画で定める目標水質︓放流先の河川が環境基準を満たすために水循環センターの放流水に求められる水質

直接焼却
235t-ds/日



優先度

中

優先度

中
優先度

低

７

【主な取組】

 施設の改築更新は、機能の重要性や健全性、主要プロジェクトへの位置付け

等に基づき、優先度を定めて計画的に実施する。

 下水道施設の保全（建設改良事業）に関する下水道局内の具体的な事業シナリ

オについては、別に「ストックマネジメント計画」で定める。

優先度設定のイメージ

健
全
性

リスク評価

高

優先度

高

高低

低
健全性

点検による劣
化状況、耐用
年数の超過等

リスク評価
機能停止の影響、
事故の発生確率等

主要
プロジェクト

重要施設の災害対策

下水道資源の有効活
用

処理機能の補完

 下水道施設の改築更新は適切な維持管理等による

長寿命化を図りつつ、機能の重要性や健全性等に基

づき優先度を定めて、計画的に実施する。

また、点検困難箇所の改善を行う

Ⅱ

下水道施設
の保全

水循環センターや管路などの適切な点検と修繕に
より、老朽化に起因する障害の発生を防止する

重点
行動

事業量や事業費の平準化を念頭におく

 下水道施設台帳システムを利用した施設・設備のデータの活用を進める。

 下水道施設（水循環センターや管路など）の保全に関しては、法令に定める標

準耐用年数3を超える目標耐用年数を過去の知見等に基づいて設定するとと

もに、修繕等の維持管理を今後の改築更新との整合を図りながら、計画的か

つ適切に行い長寿命化を図る。併せて、点検困難箇所の改善を進める。

 紙で管理していた管路に関する施設情報、維持管理情報などのデータを、

一括して電子化し管理するシステムを運用する。

◆実践目標Ⅱに係る取組シート１



《 取組の進捗状況・分析 》

 主要プロジェクトと老朽化対策のリスク評価の高い資産については、優先的に実施することにより概ね順調に推移し
ている。

 令和６年１０月にストックマネジメント計画を改定した。投資目標である建設改良事業費約２３０億円／年の確保に努
めるとともに、優先度を定め計画的に事業を実施している。

建設改良費、修繕費の推移

主要プロジェクトの進捗状況

R5R４R３R２R元H30H29H28H27H26

18,84021,11520,16323,56722,45418,81317,60017,65716,08516,022建設改良費

6,7525,9526,3156,5966,5367,3827,7346,6906,7556,199公社̲修繕費
(5処理場)

百万円

R11R10R9R8R7R6R5R4場所個別事業概算費用
(億円)

荒川水循環ｾﾝﾀｰ沈砂池ポンプ棟再構築

５３０
重要施設の
災害対策

新河岸川水循環ｾﾝﾀｰほか水処理施設ほか耐震化

中川水循環ｾﾝﾀｰ第２放流渠築造

古利根菖蒲第一幹線ほか幹線二条化

元荒川水循環ｾﾝﾀｰ焼却炉改築

２５０
下水道資源
の有効活用

新河岸川水循環ｾﾝﾀｰ焼却炉改築

中川水循環ｾﾝﾀｰ焼却炉改築

中川水循環ｾﾝﾀｰ
汚泥処理施設築造

古利根川水循環ｾﾝﾀｰ

新都心浄化ﾌﾟﾗﾝﾄ再生水供給施設改築

元荒川水循環ｾﾝﾀｰ水処理施設増築

２６０処理機能の
補完

市野川水循環ｾﾝﾀｰ水処理設備増設

中川水循環ｾﾝﾀｰ第２沈砂池ポンプ棟築
造

供用開始

設計計画協議

工事（R3〜R12）

工事（H30〜R10）

工事（H30〜R14）

工事（R6〜R11）設計計画

設計 工事（R6〜R11）

工事（R9〜R14）

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

26,000

H26 H27 H28 H29 H30 R元 R２ R３ R４ R5

建設改良費

公社_修繕費

百万円

ストックマネジメント計画
で定める投資目標

供用開始工事（H30〜R７）

設計

工事（R５〜R７） 供用開始

工事（R５〜R９）

計画

８

◆実践目標Ⅱに係る取組シート２

（4号炉）工事（R２〜R7） （3号炉）工事（R7〜R10）

（2号炉）工事（R１〜R７） （3号炉）工事（R7〜R14）

（2号炉）設計 工事（R10〜R14）

計画協議

供用開始

設計

設計

工事（R7〜R１０） 供用開始



９

【主な取組】

 被災時においても下水を街に溢れさせないよう「送る」機能と「処理する」機

能を最低限確保することを念頭に下水道施設の耐震化を行い、処理場の

流入から放流まで最低１系列、緊急輸送道路下の管渠など、重要施設は

２０２３年度までに耐震化を完了する。

 分流式下水道の区域を対象に雨天時浸入水調査に着手するなど、関連市

町と連携した広域的な雨天時浸入水対策を講じる。

 県と市町村において、平時から下水道ＢＣＰを共有するとともに、包括的民

間受託者や各種協会と連携し、広域的な災害訓練を実施していく。

（出典）国土交通省資料より
下水道施設の構成

 災害対策の強化（建設改良事業）に関する下水道局内の具体的な事業シナリ

オについては、別に「ストックマネジメント計画」で定める。

処理場

ポンプ場

管渠

流入から放流まで
最低1系列の耐震化

２０２３年度末

９ / ９処理場

耐震化または
バイパス管の整備

２０２３年度末

２２ / ２２箇所

緊急輸送道路下の耐震化、
ﾏﾝﾎｰﾙ浮上対策を優先

Ⅲ

災害対策の
強化

各処理場の流入から放流まで最低１系列など
重要施設の耐震化を２０２３年度までに完了する

重点
行動

【重要施設の耐震化】

 喫緊の課題である重要施設の耐震化や浸水対策

など災害に強い下水道を構築する

 河川氾濫等の災害時においても一定の下水道機能を確保するため、下水

道施設の耐水化を進める。

２０２１年度末

２ / ９処理場

２０２１年度末

１２ / ２２箇所

２０２１年度末

５１/６１km
４７９/６２１箇所

２０２３年度末
小口径管渠完了

５８２/６２１箇所

 雨天時浸入水の影響が大きい右岸流域下水道の流量計をクラウド化して、遠

隔監視できるよう改修を進める。

◆実践目標Ⅲに係る取組シート１



 総合地震対策計画に基づき、耐震化を進めている。個々の耐震化事業については、ストックマネジメント計画に位置
付け、交付金事業として実施している。

 耐水化計画に基づき、耐水化を進めている。個々の耐水化事業については、ストックマネジメント計画に位置付け、交
付金事業として実施している。

※R5末の進捗目安：各施設の耐震化推進→管渠以外が一部未完了
※R5末の進捗目安：流量計２２か所の改修→資材納期の長期化により未完了

下水道施設の耐水化（耐水化計画（R４～R13））

長期計画※短中期計画
対象

施設数対象施設

対象外力

R14以降R9~R13R4~R8
長期計画短中期計画

揚水・消毒・沈殿・汚泥沈殿・汚泥揚水・消毒
１施設ポンプ場なし県管理河川

(1/50~100)
２施設処理場

6施設ポンプ場国管理河川
(1/200)

県管理河川
(1/50~100)

３施設処理場
12施設ポンプ場国管理河川

(1/200)
なし

４施設処理場

《 耐水化計画の策定（R4.3） 》
○河川氾濫の浸水リスクに対して、下水道機能（揚

水・消毒・沈殿・汚泥）を維持できるよう施設の耐
水化を行う。

・施設の耐水化は、段階的に進めていく。
＜段階的整備＞
対象外力 ︓県管理河川 → 国管理河川

（1/50〜100） （1/200)
下水道機能︓揚水・消毒 →     沈殿・汚泥

《 対策スケジュール 》

《 対策内容 》
○防水壁の設置や窓など開口部の閉塞等を行う

図.『「下水道施設の耐水化計画および対策立案に関する手引き」活用講演会より』引用

一部閉塞

対策例（開口部の閉塞）

対策例（防水壁）

対策例（防水壁）

《 取組の進捗状況・分析 》 ※状況に応じ、前倒しで実施

１０

◆実践目標Ⅲに係る取組シート２
重要施設の耐震化（第４次総合地震対策計画（R6～R10））



１１

【主な取組】

 維持管理負担金は、受益者負担の原則に基づき、汚水処理費や修繕費な

どの維持管理費が賄えるよう５年のスパンで処理単価を見直していく。

維持管理負担金 維持管理費

維持管理の収支均衡のイメージ

 処理単価の上昇を抑制するため、新たに累積収支額の一部を積立金とし

て活用する制度を創設するほか、太陽光発電・消化ガス等の収益を流域全

体の経営改善に活用していく。

２４時間３６５日、絶え間なく流域下水道サービスを提供
（関係法令等に基づく適正な下水処理と適切な汚泥処理）

 一般会計から流域下水道事業会計への繰入金は、毎年度総務省から通

知される繰出基準に基づき適切に受け入れる。

一般会計繰入金
長寿命化に伴う
計画的な修繕の
実施ほか

総務省の繰出基準
に基づく受け入れ
（高度処理、支払利息等）

 汚水処理費や修繕費などの維持管理費は受益者

負担を原則として維持管理負担金5を設定する。

 一般会計からの繰入金は、総務省の繰出基準に

基づき適切に受け入れる

５年ごとに見直し

 施設の長寿命化に伴い今後も増加が見込まれる修繕については、別に定

める「ストックマネジメント計画」に基づく改築更新との整合を図りながら、今

後の稼働年数等に応じて適切に実施する。

 流域下水道事業の安定的・持続的な経営に資するため、下水道の役割や経

営状況などの広報を適時、積極的に実施し、県民の理解の促進に努める。

Ⅳ

収支が均衡する
安定的・持続的
な経営

引き続き収益的収支が均衡する安定的・持続的
な事業運営を行う

重点
行動

◆実践目標Ⅳに係る取組シート１



《 取組の進捗状況・分析 》

 予算や決算の実績に基づき、向こう５年間の経営状況を予測し、安定経営可能な単価を積算している。

 コロナ明けでイベント等を再開するなどして、令和５年度の参加者数等はコロナの影響を受けつつも回復傾向にあり、
併せてデザインマンホール人気投票に見られるようなオンラインによる、効果的な広報活動を展開している。

維持管理負担金単価の推移

下水道広報

円/㎥

R5R4R3R2R元H30
13,53617,60619,75032,13124,61824,004下水道作品コンクール

下水道を
広く伝える 4,930－－－－－デザインマンホール人気投票

66,17766,63762,28657,32440,40541,810公社ＨＰアクセス数

3,3683,358再開293中止4,0303,057下水道施設見学（全センター）処理場に
来ていただく

3,0004,387中止中止4,0305,198荒川・下水道フェスタ（荒川）地域住民
との交流 308201中止中止1,7351,693ホタル観賞会（古利根川）

※ 平成29年度から、累積赤字流域（荒川上流及び利根川右岸）に対し、太陽光発電の売電益を充てる取組を実施している。
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◆実践目標Ⅳに係る取組シート２

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5
荒川左岸南部（荒川） 33 33 33 33 33 35 35 36 36 36 36 36 36 36
荒川左岸北部（元荒川） 40 40 40 40 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
荒川右岸（新河岸川ほか） 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
中川 32 32 32 32 32 37 37 40 40 40 40 40 40 40
古利根川 76 76 76 76 76 76 76 78 78 78 78 78 82 82
荒川上流 85 85 85 85 85 85 85 92 92 99 99 99 99 99
市野川 83 83 83 83 83 83 87 87 87 87 87 87 87 87
利根川右岸（小山川） 63 63 63 63 72 72 72 72 72 83 83 83 83 83
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１３

【主な取組】

 維持管理運営に関する業務は、局と公社との両輪による現行の体制を基本と

し、「民」の力を引き続き活用する。

 建設改良事業に関する業務に関しては、局の管理の下、公的セクターである

地方共同法人日本下水道事業団が持つ全国的な知見等を適宜適切に活用

するとともに、「民」の技術力などを積極的に活用する。

 「下水道局人材開発計画」に基づく研修プログラムや他団体との人事交流な

どを通じて職員の専門的な知識や技術の習得を促進し、下水道事業を担う人

材を育成する。

 県内の市町村や下水道組合と共通する経営課題などに対しては、広域的な

取組を積極的に推進するとともに、執行体制の整備についても検討する。

【再掲】 実施目標Ⅲ：広域的な雨天時浸入水対策、広域的な災害訓練

維持管理運営に関する業務 建設改良投資に関する業務

公益財団法人

埼玉県下水道公社
地方共同法人

日本下水道事業団

民間事業者

 局と公社などが担うべき「公」の責任と役割を明

確にしながら、「民」の技術力やノウハウを積極

的に活用する

民間事業者

設置・管理、
企画立案、
人材育成、

広域的な取組

下水道局

 下水道資源の有効活用など、事業の「進化」に関する取組等は民設・民営方

式の導入など、「民」の技術力やノウハウなどを積極的に導入する。また、海

外への技術支援等に当たっても「民」の活力を活用していく。

Ⅴ

効率的な
執行体制
の構築

下水道局経営管理会議等で検証しながら
「民」の活力を積極的に活用していく

重点
行動

 各実践目標を推進していく土壌となる風通しのよい職場づくりとして、局、公社、

事業に携わる民間事業者を含めた情報の共有化や事業全体の理解促進、女

性など多様な人材の活躍推進、ワークライフバランスなどに積極的に取り組む。

 新河岸川上流終末処理場（川越市）の運転操作を、新河岸川終末処理場（和

光市）から遠隔操作で行うことにより、運転操作員の無人化を図る。

◆実践目標Ⅴに係る取組シート１



《 取組の進捗状況・分析 》

 建設改良投資においては日本下水道事業団（ＪＳ）を、維持管理運営においては可能な範囲で包括的民間委託を
活用している。

 下水道公社をはじめ、他団体と人事交流を行うことによって、下水道事業を担う人材の育成に努めている。

日本下水道事業団（ＪＳ）や包括的民間委託の活用

下水道公社ほか他団体との人事交流

R５R４R３R２R元H30R５R４R３R２R元H30
５８８８８８

他団体⇒
下水道局

１８１８１９１９１９１８下水道公社

下水道局
⇒他団体

１１１１１１１１０１００国土交通省

００１１１２２２５５６６日本下水道事業団
日本下水道協会

１１１１１０１１１１１１県内市町村
７１０１１１１１１１１２２２２２５２６２６２５合計

◎ 維持管理運営 【包括的民間委託契約】

人

包括的民間委託の考え方

◎ 性能発注方式（レベル2.5※一定額までの修繕可）
◎ 比較的小規模（県等の監視員１名で対応可）

かつ
原則として、分流式下水道（汚水処理のみ）

利根川右岸

Ｈ30～
［552万m3］

荒川上流・市野川

Ｈ18～
荒上 ［227万m3］
市野川［459万m3］

包括的民間委託開始年度
[Ｒ５流入下水量]

（最終予算ベース）

１４

◆実践目標Ⅴに係る取組シート２

◎ 建設改良投資 【ＪＳとの契約】

摘要R5R4R3R2R1H30

578759新規協定締結件数 （件）

5,1022,6003,7492,8695,6933,098①各年度JS事業費 （百万
円）

18,84021,11520,16323,56722,45418,813②建設改良費額 （百万円）

活用割合
＝①÷②27.112.317.911.824.615.9ＪＳ活用割合 （％）

10%

20%

30%

2,000
3,000
4,000
5,000
6,000

H30 R1 R2 R3 R4 R5

各年度JS事業費 JS活用割合

(百万円）



【主な取組】

 荒川水系と中川水系の水循環センターにおいて窒素やリンの除去率を高

める高度処理を推進し、段階的高度処理を含め２０２０年度までに高度処

理化率１００％を実現する。

（段階的高度処理）

大規模な施設改造をせずに運転方法の工夫により処理水質の向上を図る手法

 今後、水処理施設の高度処理化は、地球温暖化対策とのバランスを考慮し

ながら、令和５年度改定予定の「流域別下水道整備総合計画」を踏まえ、

「ストックマネジメント計画」に基づく施設の改築更新の中で実施する。

１５

施設の高度処理
化対応

段階的高度処理
で対応

対象
３４系列

高度処理施設の必要性と老朽化対策
（ストックマネジメント計画）に合わせて
高度処理施設の増・改築を進める

２０２１年度現在

１３系列

２１系列

 東京湾の富栄養化を防止するため、窒素やリンの

除去能力の高い高度処理の導入を推進する

Ⅵ

良好な水環境
の確保

（東京湾の富栄養化の防止）

流域下水道総合計画における必要性を踏まえ、老朽
化対策とあわせて高度処理施設の増・改築をすすめる

重点
行動

※ 系列：終末処理場で下水をきれいにするための様々な工程を一
つのまとまりとしたもの。処理規模が大きいほど系列数が多くなる。

２０２３年度
荒川流域、中川流域
下水道総合計画

◆実践目標Ⅵに係る取組シート１



《 取組の進捗状況・分析 》

 令和元年度末現在、東京湾流域の８水循環センターの水処理施設３４系列のすべてが、段階的高度処理を含めた
高度処理対応の構造となった。

 高度処理化の結果、窒素及びリンの除去率の向上がみられる。今後、目標の実現に向けて、施設の改築更新に併
せた施設の高度処理化を図っていく。

高度処理化率（令和５年度末）

窒素・リンの除去率（令和５年度）

令和５年度
（導入後）

平成２５年度
(段階的高度処理前)

除去率排出除去率排出

52%1526%20荒川
61%1167%9.7元荒川
69%1057%13新河岸川
73%7.272%6.7新河岸川上流
63%1354%13中川
65%1216%21古利根川
94%2.191%2.8荒川上流
92%2.795%1.8市野川
61%12.546%15.2平均

元荒川（桶川市）

新河岸川（和光市）

新河岸川上流（川越市）

中川（三郷市）

古利根川（久喜市）

荒川上流（深谷市）

市野川（滑川町）

全８．０系列

全３．５系列

全５．０系列

全９．０系列

全３．０系列

全１．５系列

全３．０系列

荒川（戸田市）

施設の高度処理 １３．０系列

段階的高度処理 ２１．０系列
小山川（本庄市） 利根川流域のため対象外

全１．０系列

（長期） ８ｍｇ/ℓ
窒素達成目標

（流総:R6） １０ｍｇ/ℓ

（長期） ０．４ｍｇ/ℓ
リン達成目標

（流総:R6） ０．５ｍｇ/ℓ

令和５年度
（導入後）

平成２５年度
(段階的高度処理前)

除去率排出除去率排出

76%0.868%1.0荒川
48%1.573%0.7元荒川
85%0.783%0.7新河岸川
93%0.293%0.2新河岸川上流
87%0.577%0.9中川
65%1.279%0.6古利根川
46%1.630%2.8荒川上流
71%1.866%1.5市野川
81%0.7 67%1.0平均

計 ３４．０系列

mg/ℓ

１６

◆実践目標Ⅵに係る取組シート２



【主な取組】

 流域関係市町の老朽化した農業集落排水施設を公共下水道に接続する

広域化を支援し、順次、流域下水道の水循環センターで処理する。

 単独公共下水道の終末処理場で発生する脱水汚泥の一部を、流域下水道

の水循環センターで受け入れて処理する共同化を推進する。

 これまでの成果例

 下水道局が中心となって、平成２８年１１月に発足した「県、市町村、公社に

よる下水道事業推進協議会」を広域連携のプラットホームとして、課題の共

有と具体的な取組を推進していく。

全体会

幹事会
検討結果の
共有と尊重

下水道事業推進協議会
（下水道法第31条の4の規定に基づく） 県内すべての市町村が参加

５９団体・６３市町村

希望に応じて構成
当面する課題から３つ設定

県、市町村、（公社）日本下水道管
路管理業協会による下水道管路施
設の復旧支援協力協定の締結

 公社が培った維持管理部門のノウハウを活かし、県内の市町村・下水道組

合に対する技術支援等に取り組む。

１７

協定を踏まえた市街地での
実践的な災害訓練の実施

公社によるオーダーメード
型の市町村への技術支援
の実施

 下水道事業全体に係る共通課題に対し、市町村

を包括する県として広域化や共同化など広域的な

取組を推進するとともに技術支援等を充実する

Ⅶ

市町村支援
の充実

流域関連市町における
農業集落排水の接続地区

重点
行動

現状
２地区

2029年度
１０ 地区

県、市町村、公社による下水道事業推進協議会の体系

分科会

◆実践目標Ⅶに係る取組シート１



《 取組の進捗状況・分析 》

●農業集落排水施設の接続
・農業集落令和４年度接続完了：本庄市(1地区)
・令和５年度接続完了：深谷市（1地区）、美里町(2地区）

●下水汚泥の共同処理
・２市・１組合から下水汚泥の受入れを継続的に実施。順調に推移している。

下水汚泥の共同処理（共同化）

摘要令和５年度令和４年度

６９５５１０東松山市
（H30.6〜）

４１１５１２羽生市
（H30.4~）

２，０５１１，４５７
坂戸、鶴ヶ島
下水道組合
（H30.４~）

３，１５７２，４７９計

農業集落排水施設の接続（広域化）

摘要R7R6R5R4R3R2R元
・対象住民

約２２０人本庄市都島地区

・対象住民
約８３０人深谷市畠山地区

・対象住民
約６４０人

美里町十条地区、
沼上地区

・具体的な接続時期
などについて調整中

深谷市、本庄市、吉見町、
小川町、寄居町、宮代町

その他の接続希望
(鴻巣市、白岡市)

県市協議 接続工事等 接続完了・供用

長期的(20~30年程度)での意向あり。順次協議

調整

摘要令和５年度令和４年度

８１１１，０２２
元荒川水循環
センター
（桶川市）

２，３４６１，４５７
新河岸川
水循環センター
（和光市）

３，１５７２，４７９計

汚泥 県受入単価：１４，０００円/ｔ（税抜）＋搬出料金（数千円～/ｔ）市・組合負担

ｔ/年 ｔ/年

※７団体（秩父市、飯能市、加須市、深谷市、日高市、横瀬町、毛呂組合）で今後の搬出について検討中

《 受入側 》《 排出側 》

下水道法
手続き

県市協議 接続工事等 接続完了・供用下水道法
手続き

下水道公社による技術支援

県町協議 接続工事等 接続完了・供用下水道法
手続き

・ オーダーメイド研修の実施 《 Ｒ元年度～》

・ 勉強会の開催 《 Ｒ元年度～》
（接続率向上の取組、事業場への排水指導）

・ 市町村支援課の設置、無料にて支援を開始 《 Ｒ２年度～ 》

・ 市町組合支援に新たに有料サービスを設けて提供開始 《 Ｒ３年度～ 》

・ Ｒ５主な実績：処理場アドバイザリー支援、ポンプ場修繕発注者支援、水質検査等

１８

◆実践目標Ⅶに係る取組シート２



【主な取組】

 下水汚泥の高温焼却による一酸化二窒素の削減を継続的に実施し、温室

効果ガス排出量を削減する。

 効率の良い散気システムやＡＩなど、新技術に関する民間企業の実証に協

力することで、将来の処理施設のエネルギー効率の向上に取り組む。

32.6万トン

17.6万トン
27.4万トン

2020年

(R2)

県有施設全体
の目標値を
上回る取組

目標

１９

 超微細散気装置の導入や省エネルギー部品の採用など、施設・設備の省

エネルギー化に積極的に取り組む。

下水道局の目標
▲46％

埼玉県地球温暖化対策
実行計画（事務事業編）

処理水量1m3当たり
の使用電力量

下水道局

所管施設の
実績と目標

 焼却炉の改築に併せ、下水汚泥の焼却時に発生する廃熱を活用し、発電

した電力を下水処理に利用する焼却炉発電の導入に取り組む。

温室効果ガス排出量の削減

 下水処理の過程で発生する温室効果ガス排出量

の削減に積極的に取り組む

 下水道施設や設備の省エネルギー化に積極的に

取り組む

Ⅷ

温暖化対策
の推進

県有施設における新たな温室効果ガス排出量
の削減目標を上回る取組を行う

重点
行動

県庁全体の目標

▲46％

エネルギー使用量の削減 ０.４５kWh/m3

（R3実績）
削減

省エネ機器、
バイオガスや
廃熱の活用

等

基準年
2013年（H25）

目標年
2030年（R12）

 下水汚泥の処理過程でバイオガスを発生させ、焼却炉の補助燃料や発電

に活用する事業を元荒川水循環センター、中川水循環センターで実施して

いる。今後、古利根川水循環センターでも同様の施設の導入を検討する。

◆実践目標Ⅷに係る取組シート１



《 取組の進捗状況・分析 》

 R４年度の温室効果ガス排出量は進捗目標と比べて2万2千ｔ削減不足であった。削減不足の主な要因は契約先
の電力会社の排出係数が想定よりも減らなかったことであった。

 処理水量１m3当たりの使用電力量はほぼ横ばいとなっている。

※R5末の進捗目安：下水汚泥の高温焼却による温室効果ガス排出削減対策実施
→新河岸川セ２号炉と元荒川セ４号炉の工事遅れ

温室効果ガス排出量の推移（令和４年度）

令和４年度
（速報）令和３年度令和２年度令和元年度平成３０年度

260,060264,381 252,543277,181295.535温室効果ガス排出量
（t-CO2/年）

エネルギー使用量の削減（令和５年度）

R12年度の温室効果ガス排出量をH25年度比で46％削減（17.1万t-CO2/年）
さらに50%削減に挑戦

目標

令和５年度令和４年度令和３年度令和２年度令和元年度

０．４43０．４25０．４33０．４33０．４１１処理水量１㎥当たりの
使用電力量（kWh/㎥）

294, 517303,428306,051315,392298,504使用電力量（千kＷh）

［千kWh］ ［kWh/㎥］

２０

◆実践目標Ⅷに係る取組シート２

46%目標 17.6万ｔ

50%目標 16.3万ｔ

H27 R12R7R2H22

H25 32.6万ｔ

R4実績 26.0万ｔ
R4進捗目標 23.9万ｔ

R12目標 17.1万ｔ

温室効果ガス排出量推移［ｔ-CO2］



【主な取組】

 下水汚泥の処理過程でバイオガスを発生させ、焼却炉の補助燃料や発電に

活用する事業を元荒川水循環センター、中川水循環センターで実施している。

今後、古利根川水循環センターでも同様の施設の導入を検討する。

【再掲】

 下水汚泥の肥料化について事業化を検討する。

汚泥
（濃縮）

バイオガス 余剰分売却

汚泥
（脱水）

消化タンク

補助燃料

バイオガス発電のイメージ

民設民営

２１

下水汚泥の有効活用

有機分

無機分

緑農地利用
• 肥料
• 土壌改良材 等

建設資材利用
• セメント原料
• レンガ・骨材 等

エネルギー利用
• 下水道バイオガス
• 下水汚泥固形燃料 等

８割

２割

下水汚泥
中の固形
物

汚泥焼却炉

バイオガス
発電

発電量見込

１，１９５万
kWh/年

（元荒川、中川
の合計）

施設の小型化

燃料使用量
の削減

 下水処理の過程で発生する下水汚泥のエネル

ギー利用など下水道資源の有効活用に積極的に

取り組む

Ⅸ

下水道資源
の有効活用

発電量
重点
行動

現状
約４００万 kWh/年

2029年度
約１，８００万 kWh/年

 焼却炉の改築に併せ、下水汚泥の焼却時に発生する廃熱を活用し、発電

した電力を下水処理に利用する焼却炉発電の導入に取り組む。 【再掲】

（既存の取組）

太陽光発電
H28.10稼働

発電量 約400万kWh/年
（中川、小山川）

汚泥の減容化

 下水道施設の未利用地について、地元市町の都市計画を踏まえながら活

用方法を検討する。

◆実践目標Ⅸに係る取組シート１



 中川水循環センターのバイオガス発電は、令和３年１１月の開始以降、順調に推移している。
 太陽光発電は、設備トラブル等の影響により、発電を休止していたため発電量が減少していた。
 R5年11月に荒川水循環センターで廃熱発電を開始した。
 R6年4月に荒川水循環センターの燃焼灰を菌体りん酸肥料として登録。肥料会社に肥料原料として販売する事業

を開始している。
※R5末の進捗目安：未利用地活用の推進→新河岸川セ、中川セの建築残土仮置き場の原状回復遅れなど

バイオガス発電、太陽光発電量（令和5年度）

目 標R5R４R3R2R元

１，１２０１,２３０１,３８２５００ーーバイオガス発電
（中川）

２７０２９３３１０３１０３０９２９１バイオガス発電
（元荒川）

２０９８６１８６２４９２４１２４３太陽光発電
（中川）

１９０１０８１２２００２０８２２５太陽光発電
（小山川）

８６８９ーーーー廃熱発電
（荒川）

１，７８９１,８０６１,８９０１,２５９７５８７５９合 計

下水汚泥の肥料化（令和5年度）

万kWh/年

万kWh/年

《 取組の進捗状況・分析 》

• 荒川の燃焼灰を菌体りん酸肥料として登録し、肥料会社が肥料原料として利用
• 北部３流域（市野川、荒川上流、小山川）の下水汚泥（１万t／年）の堆肥化を検討中

産業廃棄物 肥料化資源の有効活用

２２

◆実践目標Ⅸに係る取組シート２

0

500

1000

1500

2000

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

発電電力量

バイオガス中川 バイオガス元荒川 太陽光中川 太陽光小山川 廃熱荒川 合 計

（万kWh）



【主な取組】

 複数の施設を一元的に管理するＩｏＴのほか、ＡＩ、ロボットなど、下水道の分野

で利活用可能な新たな技術やサービスについて、導入の可能性を検討する。

２３

 焼却炉の改築に併せ、下水汚泥の焼却時に発生する廃熱を活用し、発電

した電力を下水処理に利用する焼却炉発電の導入に取り組む。【再掲】

 費用対効果をしっかり検証しながら、時代のニーズ

に応じた新技術の導入を積極的に検討する

Ⅹ

新技術等の
積極導入

下水道局経営管理会議等で検証しながら
「新技術」の導入を積極的に検討していく

重点
行動

 処理場の遠隔操作設備を導入し運用を開始する。【再掲】

 流量計データのクラウド化による遠隔監視化を進める。【再掲】

 管路情報システムの運用を開始する。【再掲】

 下水道施設台帳システムを利用した施設・設備のデータの活用を進める。

【再掲】

焼却炉発電のイメージ

小型蒸気発電

電 力

汚泥
（脱水）

汚泥
（濃
縮）

次世代焼却炉

蒸気

廃熱利用による発電

バイナリー
発電

蒸気

電 力

 下水汚泥の処理過程でバイオガスを発生させ、焼却炉の補助燃料や発電

に活用する事業を元荒川水循環センター、中川水循環センターで実施して

いる。今後、古利根川水循環センターでも同様の施設の導入を検討する。

【再掲】

◆実践目標Ⅹに係る取組シート１



《 取組の進捗状況・分析 》

《 取組の進捗状況・分析 》

 荒川水循環センターの汚泥焼却炉発電はＲ５．１１から運用を開始している。

 新河岸川水循環センターと元荒川水循環センターの汚泥焼却炉発電はR７年度の運用開始に向けて工事を行って
いる。

新技術等 共同研究

摘要令和７年度〜令和６年度令和５年度〜令和４年度

・元荒川/中川
下水汚泥由来繊維利活用システム
を利用した脱炭素化推進とコスト削
減に関する実証試験

・吉見P液膜式酸素供給法を用いた硫化水素
抑制技術の開発

・新河岸川
・B-DASH事業深層曝気システムの開発

・中川
仕切板構造を持つ省エネルギー型
ＭＢＲによる単層式硝化脱窒法の実
用化開発

・中川
リアルタイム最適制御による
下水高度処理プロセス運用に関する
共同研究

R5.6〜 R6.５、 R7.2
（元荒川、 中川）

新技術等 整備計画

摘要R10R９R８R７R６R5R4R3R2R元

・中川
・事業費102億円

バイオガス発電
（規模 1,120万kWh/年）

・荒川
・事業費85億円

汚泥焼却炉発電（１）
※多層燃焼式流動焼却炉

（出力 269kW）

・新河岸川
・事業費65億円

汚泥焼却炉発電（２）
※過給燃焼式焼却炉

（出力 125kW）

・元荒川
・事業費60億円

汚泥焼却炉発電（３）
※多層燃焼式流動焼却炉

（出力 71kW）

・新河岸川上流
・事業費6.3億円

ＩＣＴを用いた
遠隔監視

・事業費0.4億円管路情報システム

R4.9〜R9.3

R1.12〜R7.3

消化タンク工事

馴致
発電(東京C・月島JV)

運用開始

運用開始

工事

工事

工事

設計

 原則として、日常点検や電気代を事業者が負担することで共同研究を実施。順調に推移している。

システム構築 運用開始

工事

設計

R5.6〜R6.１
第１期

運用開始

運用開始

設計

設計

２４

◆実践目標Ⅹに係る取組シート２

R6.7〜R7.2
第２期

R６.12〜R８.３



５　実践目標で掲げる　「主な取組」実績・評価一覧

実践
目標

取組
№ 主な取組 取組実績【令和５年度末時点】 評価

0101

各水循環センターにおいて、放流先となる河川の水質基
準（ＢＯＤ）等に適合する処理を引き続き行い、河川の水
質汚濁を防止する。

〇各水循環センターでの適切な水処理
・小山川水循環センターを除き環境基準の処理水質を達成している。
・R4年度の放流水質（ＢＯＤ　(mg/ℓ)）（目標水質）
　荒川セ　3.4（５）、元荒川セ　3.6（５）、新河岸川セ　1.2（５）
　新河岸川上流セ　2.8（５）、　中川セ　2.5（５）
　古利根川セ　3.3（５）、荒川上流セ　1.4（２）
　市野川セ　1.7（３）、小山川セ　2.6（２）

※R5末の進捗目安：全水循環センターにおける放流先河川の環境基準の処理水質適合→小山川セが未達成

Ｂ：若干、遅延（未達）

0102

下水の処理過程で発生する汚泥については、資源化や
エネルギー化などの活用に努めるとともに、関係法令等
に基づき適切に焼却するなどして可能な限り減量化す
る。

〇脱水汚泥の焼却処分
・約１，２９１ｔ/日の汚泥を焼却し、約３４t/日の焼却灰をセメント、軽量骨材に再資源化した。

〇脱水汚泥の固形燃料化
・約１２０ｔ/日の汚泥を固形燃料化し、約７．９ｔ/日を売却した。売却した固形燃料は石炭に代わるエネルギーとして
使用された。

Ａ：概ね、順調

0201

下水道施設（水循環センターや管路など）の保全に関して
は、法令に定める標準耐用年数を超える目標耐用年数を
過去の知見等に基づいて設定するとともに、修繕等の維
持管理を今後の改築更新との整合を図りながら、計画的
かつ適切に行い長寿命化を図る。併せて、点検困難箇所
の改善を進める。

〇翌年度以降の改築計画の策定
・機器の点検結果を台帳システム（ＡＭＤＢ）に登録し、老朽化の状況を正確に把握した。機器の老朽化を見極めたう
えで、改築更新計画を策定し、翌年度予算に反映させた。
　⇒ 改築更新の予算　令和5年度 188億円

〇点検困難箇所の改善
・令和4年度に「点検口・歩廊の設置が必要な箇所」の整備計画を策定した。
　令和5年度に全体7箇所（南部２箇所、北部1箇所、右岸３箇所、中川1箇所）の事業着手。

Ａ：概ね、順調

0202

施設の改築更新は、機能の重要性や健全性、主要プロ
ジェクトへの位置付け等に基づき、優先度を定めて計画
的に実施する。

〇優先度により計画した事業の実施
・令和5年度の改築事業
　１８８億円うち、「主要プロジェクト」　47億円、「改築」　141億円
　　　　　＜主要プロジェクト＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜改築＞
  　　　　　　南部処理場　沈砂池ポンプ棟再構築　　15億円　　　　　南部処理場  特高受変電設備改築  　　　　　　　14億円
　　 　　　 北部処理場　汚泥焼却炉改築　　　　　　13億円　　　　  右岸処理場  沈砂池機械設備改築　　　　　　　　　4億円
　　  　　　　中川処理場　第二沈砂池ポンプ棟築造　7億円　等   　中川処理場　 春日部中継監視制御設備改築　　2億円　等
　

Ａ：概ね、順調

0203
下水道施設の保全（建設改良事業）に関する下水道局内
の具体的な事業シナリオについては、別に「ストックマネ
ジメント計画」で定める。

〇「ストックマネジメント計画」のＰＤＣＡサイクルによる定期的な見直し
                                                                                                       単位：億円

Ａ：概ね、順調

0204

紙で管理していた管路に関する施設情報、維持管理情報
などのデータを、一括して電子化し管理するシステムを運
用する。

○埼玉県流域下水道管路情報システムによる管路情報の一括管理の実施
・令和4年度より、システムの稼働開始
・現場から管路図面の確認や管路情報の入力ができ、速やかな現場情報の共有が可能となった。
・管渠調査、マンホール調査の結果をはじめ、確認したい管路情報を何時でも何処でも速やかに確認することが可能
となった。

Ａ：概ね、順調

0205
下水道施設台帳システムを利用した施設・設備のデータ
の活用を進める。

〇台帳の適切な運用
・土木建築２万点、設備３万点の台帳を運用している。 点検や修繕の結果を入力し、資産の健全度算出やリスク評
価の精度を高めている。
・正しく入力ができるように、定期的な操作説明会を行っており、運用が滞らないようにしている。（Ｒ５年度　説明会
２回実施）

Ａ：概ね、順調

【

目
標
Ⅰ

】
良
好
な
水
環
境
の
確
保

（
河
川
の

水
質
汚
濁
の
防
止

）

【
目
標
Ⅱ

】
 

下
水
道
施
設
の
保
全

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

ストックマネジメント計画 246 262 266 265

実施額 236 202 211 188
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実践
目標

取組
№ 主な取組 取組実績【令和５年度末時点】 評価

0301

被災時においても下水を街に溢れさせないよう「送る」機
能と「処理する」機能を最低限確保することを念頭に下水
道施設の耐震化を行い、処理場の流入から放流まで最
低１系列、緊急輸送道路下の管渠など、重要施設は令和
10年度までに耐震化を完了する。

〇「緊急輸送道路上の管渠の耐震化」：
　令和5年度末時点：全延長61.5kmのうち、61.5ｋｍ耐震性能あり

○ 「緊急輸送道路上の人孔浮上防止」：
　令和5年度末時点：全数621基のうち、565基が対策済み
　
〇「中継ポンプ場の耐震化またはバイパス化」：
　令和5年度末時点：全数22施設のうち、15施設耐震性能あり

〇「処理場　流入から流出までの最低１系列の耐震化
　令和5年度末時点：全数9施設のうち、6施設耐震性能あり
　
※R5末の進捗目安：各施設の耐震化推進→管渠以外が一部未完了

Ｂ：若干、遅延（未達）

0302
分流式下水道の区域を対象に雨天時浸入水調査に着手
するなど、関連市町と連携した広域的な雨天時浸入水対
策を講じる。

〇不明水が多い流域での不明水対策会議の実施
・荒川右岸流域、中川流域で、流域市町と不明水対策会議を実施した。

〇雨天時浸入水対策計画の策定（荒川右岸流域）
・荒川右岸流域で県・流域市町・公社のそれぞれの雨天時浸入水に係る調査・対策における役割、義務について合
意書を取り交わした。
・令和3年度に荒川右岸流域下水道の雨天時浸入水対策等計画を策定し国に提出した。
・令和4年度より関連流域市町も、同計画の策定に着手、現在4市1町が計画を策定し国に提出した。

Ａ：概ね、順調

0303
河川氾濫等の災害時においても一定の下水道機能を確
保するため、下水道施設の耐水化を進める。

○「耐水化」

令和５年度　実施設計業務委託　 対象となる全数28施設のうち10施設
　　　　　　　　耐水化工事　　　　　　全数28施設のうち 2施設
　　　　　      耐水化完了施設      全数28施設のうち 2施設

Ａ：概ね、順調

0304
県と市町村において、平時から下水道ＢＣＰを共有すると
ともに、包括的民間受託者や各種協会と連携し、広域的
な災害訓練を実施していく。

〇下水道事業推進協議会第２分科会（災害時対応への取組）の開催
・第２分科会として、「災害時の管路緊急点検・緊急措置マニュアル」「下水道事業における災害時支援体制等に関
する要領（案）」に関する意見聴取を行った。
（25市町・組合、37名の参加）
・また、下水道マンホールの技術革新のため専門的で高度な技術力を基盤に客観的な検証・評価と最適な解決策の
提案を行っている企業である「G＆U技術研究センター」の施設見学会を行った。
（13市町・組合、20名の参加）

〇市町・組合と連携した災害対応訓練の実施
・災害対応訓練については、最大震度６強を想定した訓練（実動訓練）を市町・組合と合同で開催した。この訓練によ
り、災害発生時の対応手順を確認するとともに、習熟度の向上を図った。
（54市町・組合、394名の参加）

Ａ：概ね、順調

0305

災害対策の強化（建設改良事業）に関する下水道局内の
具体的な事業シナリオについては、別に「ストックマネジメ
ント計画」で定める。

〇下水道施設の耐震化
・第4次総合地震対策計画に基づき、耐震化を進めている。個々の耐震化事業については、ストックマネジメント計画
に位置付け、交付金事業として実施。順調に推移している。
 
〇下水道施設の耐水化
・令和4年3月に策定した耐水化計画に基づき、耐水化を進めている。個々の耐水化事業については、ストックマネジ
メント計画に位置付け、交付金事業として実施。順調に推移している。

Ａ：概ね、順調

【
目
標
Ⅲ

】
災
害
対
策
の
強
化

単位：百万円
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実践
目標

取組
№ 主な取組 取組実績【令和５年度末時点】 評価

0306
雨天時浸入水の影響が大きい右岸流域下水道の流量計
をクラウド化して、遠隔監視できるよう改修を進める。

○流量計を遠隔監視できるように改修を実施
・荒川右岸流域下水道の接続点についている流量計６７か所について、クラウド技術を使用してウェブ上で流量計の
数値が見えるよう令和2年度から改修を行っている。
・遠隔監視ができることにより、台風や集中豪雨などで管渠から下水があふれそうになった時に、事前に状況を把握
することが出来、素早く危機対応を行うことが出来るようになる。
　Ｒ２　８か所改修完了
　Ｒ３　２４か所改修完了
　Ｒ４　７か所改修完了
　Ｒ５　２２か所改修に着手、令和６年度に改修が完了予定
　Ｒ６　３か所の改修予定

※R5末の進捗目安：流量計２２か所の改修→資材納期の長期化により未完了

Ｂ：若干、遅延（未達）

0401

維持管理負担金は、受益者負担の原則に基づき、汚水
処理費や修繕費などの維持管理費が賄えるよう５年のス
パンで処理単価を見直していく。

〇直近の決算及び今後の状況に応じた適切な単価の積算
・決算及び予算並びに物価動向等に基づき、5年間の算定期間における収支状況を予測し、流域市町と協議の上、
安定経営可能な単価を設定した。

〇積算した単価の根拠等への、市町への丁寧な説明
・単価改定に当たっては流域市町へ丁寧な説明及び協議を行い理解を得られるよう務めた。

Ａ：概ね、順調

0402

処理単価の上昇を抑制するため、新たに累積収支額の
一部を積立金として活用する制度を創設するほか、太陽
光発電・消化ガス等の収益を流域全体の経営改善に活
用していく。

〇減債積立金の積立による、未処分利益剰余金の使途の明確化
・平成30年度決算から未処分利益の一部を減債積立金に積み立てて、未処分利益剰余金の使途を明確化している
が、黒字流域については、継続して積み立てを行っている。

〇太陽光売電益の累積赤字への充当及び消化ガス売却収益等の活用
・関連市町から合意を得て、平成29年度決算から太陽光発電の売電益を荒川上流、利根川右岸の累積赤字に充当
している。また、消化ガス売却収益が生じた場合及び汚泥共同処理収益について、流域全体の経営に寄与する取り
組みに使用できるようにした。

Ａ：概ね、順調

0403

施設の長寿命化に伴い今後も増加が見込まれる修繕に
ついては、別に定める「ストックマネジメント計画」に基づく
改築更新との整合を図りながら、今後の稼働年数等に応
じて適切に実施する。

〇修繕と改築更新の整合
・ストックマネジメント計画について、修繕を実施する下水道公社と共有した。公社は今後の稼働年数、改築更新時
期を踏まえながら、修繕計画を立て修繕を実施した。
（各年度修繕実施額　　令和2年度：約66億円　　令和3年度：約63億円　　令和4年度：約60億円　　令和５年度：約67
億円）

Ａ：概ね、順調

0404

一般会計から流域下水道事業会計への繰入金は、毎年
度総務省から通知される繰出基準に基づき適切に受け
入れる。

〇毎年度の予算編成における適正な繰入金の確保
・総務省の繰出基準に基づき、下水道事業に係る特定の経費の予算要求を行っている。
・令和6年度予算では、公債費元利金、高度処理経費及び利根川流域総合計画策定業務費等について、局内、下水
道公社及び財政当局と調整の上、繰出基準どおり受け入れた。 Ａ：概ね、順調

0405
流域下水道事業の安定的・持続的な経営に資するため、
下水道の役割や経営状況などの広報を適時、積極的に
実施し、県民の理解の促進に努める。

〇「下水道の日」関連イベントの実施
・例年、９月１０日の下水道の日に合わせ、「下水道の日」作品コンクールを開催し、また、当日は、各水循環センター
の見学会を実施している。
・令和５年度は書道・標語・ポスター・作文の部門で合計１３，５３６点の応募があった。

〇地域に密着したイベントの実施
・令和５年度の地域のイベントでは、荒川・下水道フェスタ２０２３やふれあいホタル観賞会などを実施した。どちらも
地元住民に向けたものであり、下水道探検ツアーや下水道関連出展、ステージショー、出店などで交流するととも
に、下水道に対する興味・関心や理解を深めてもらった。
・令和５年度は、荒川・下水道フェスタは３,０００人、ふれあいホタル観賞会は３０８人の来場があった。

〇下水道への興味・関心の向上、理解促進の実施
・第１回埼玉デザインマンホール人気投票（総投票数　４，９３０）
・施設見学会・移動下水道教室（参加者　３，３６８人、３，０２２人）
・バーチャル下水道施設見学の公開（閲覧数　１０，１６５回）
・コープみらいフェスタや埼玉スタジアム２○○２、県庁オープンデーなどへの出展
・マンホールカードの配布　ほか

Ａ：概ね、順調

【
目
標
Ⅳ

】
収
支
が
均
衡
す
る
安
定
的
・
持
続
的
な
経
営
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実践
目標

取組
№ 主な取組 取組実績【令和５年度末時点】 評価

0501
維持管理運営に関する業務は、局と公社との両輪による
現行の体制を基本とし、「民」の力を引き続き活用する。

〇民間事業者への業務の再委託
・公社が担う維持管理業務のうち、一部の現場管理業務が公社から民間事業者に再委託されており、「民」の技術力
やノウハウが積極的に活用されている。
　　⇒　再委託先配置人数　５０３人

〇包括的民間委託
・比較的小規模である３つの水循環センターの維持管理について、運転方法などを民間事業者の裁量に任せる性能
発注方式である包括的民間委託を導入している。
　　⇒　包括的民間委託先配置人数　５７人

Ａ：概ね、順調

0502

建設改良事業に関する業務に関しては、局の管理の下、
公的セクターである地方共同法人日本下水道事業団が
持つ全国的な知見等を適宜適切に活用するとともに、
「民」の技術力などを積極的に活用する。

〇日本下水道事業団の活用
・対象案件について、活用を進めている。
　⇒対象案件①県内企業の受注が見込めない事業（大規模な機械・電気工事など）
　　　　　　　　②日本下水道事業団（以下「ＪＳ」）の技術的知見やノウハウを必要とする事業
・Ｒ２新規協定締結実績　北部処理場汚泥焼却設備改築工事　ほか６協定（協定締結総額：約　５８億円）
・Ｒ３新規協定締結実績　南部処理場汚泥焼却設備改築工事　ほか７協定（協定締結総額：約　５８億円）
・Ｒ４新規協定締結実績　南部処理場沈砂池ポンプ棟再構築土留・掘削工事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか６協定（協定締結総額：約１００億円）
・Ｒ５新規協定締結実績　元荒川終末処理場汚泥焼却設備改築工事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか４協定（協定締結総額：約６０億円）

Ａ：概ね、順調

0503

下水道資源の有効活用など、事業の「進化」に関する取
組等は民設・民営方式の導入など、「民」の技術力やノウ
ハウなどを積極的に導入する。また、海外への技術支援
等に当たっても「民」の活力を活用していく。

〇民設・民営方式による発電事業の実施
　下水汚泥から発生するバイオガスを活用した発電事業を民設・民営方式により実施
・元荒川水循環センター　（H31.4から運用中）
・中川水循環センター　　 （R3.11から運用中）

〇民間企業と協働した、タイ王国へのＪＩＣＡ草の根技術協力事業の展開
・タイ王国へのＪＩＣＡ草の根技術協力事業の採択（Ｒ４～Ｒ７）

Ａ：概ね、順調

0504

各実践目標を推進していく土壌となる風通しのよい職場
づくりとして、局、公社、事業に携わる民間事業者を含め
た情報の共有化や事業全体の理解促進、女性など多様
な人材の活躍推進、ワークライフバランスなどに積極的に
取り組む。

〇積極的な人事交流を通じた公社等関係機関との相互理解の促進
　【令和５年度の派遣実績】
　・他機関への職員派遣　計22人
　　（内訳）公社18人、事業団２人、坂鶴１人、国１人
　・他機関からの実務研修生の派遣受入　計6人
　　（内訳）公社5人、坂鶴１人

〇ノー残業デーや休暇取得推進期間の設定等によるワークライフバランスの積極性な推進
・ノー残業デー（毎週水曜日）
・休暇取得促進期間（ＧＷ前後（4～5月）、夏季（6～10月）及び年末年始（12～1月））
・テレワーク、時差出勤等（R2.4～コロナ禍対策として強化）

Ａ：概ね、順調

0505

「下水道局人材開発計画」に基づく研修プログラムや他団
体との人事交流などを通じて職員の専門的な知識や技術
の習得を促進し、下水道事業を担う人材を育成する。

〇部局専門研修等の各種研修の実施
　【令和５年度の主な研修実績】
　・下水道新任職員研修　　計１２６人参加
　（対象：局・公社・市町の下水道新任職員、時期：４月、内容：下水道業務に初めて従事する職員向け研修）
　・技術職員研修　　延べ４９人参加
　（対象：局の技術職員、時期：７月、９月　内容：下水道の知識・技術の講義及び先輩職員のキャリア経験談等）

〇下水道公社、下水道事業団及び市町組合等との人事交流の実施
　【令和５年度の派遣実績】
　・他機関への職員派遣　計22人
　　（内訳）公社18人、事業団２人、坂鶴１人、国１人
　・他機関からの実務研修生の派遣受入　計6人
　　（内訳）公社5人、坂鶴１人

○職員確保のための取組の実施
　【令和５年度の主な実績】
　・インターンシップの受け入れ　計４名
　・各種仕事紹介イベント等への参加
　　（現場説明会（１０月、１２月）、オンラインセミナー（２月）、大学訪問（１１月） 等）

Ａ：概ね、順調

【
目
標
Ⅴ

】
効
率
的
な
執
行
体
制
の
構
築
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実践
目標

取組
№ 主な取組 取組実績【令和５年度末時点】 評価

0506

県内の市町村や下水道組合と共通する経営課題などに
対しては、広域的な取組を積極的に推進するとともに、執
行体制の整備についても検討する。

〇「県、市町村、公社による下水道事業推進協議会」（３者協議会）の第３分科会（市町村事業支援）において、共通
する課題について検討
・第３分科会では、R５年度、北海道で開催された下水道展において市町組合から希望のあった展示に対して、企業
の協力を得て取材を行い、その様子を動画にまとめて配信した。また、市町村事業支援に関する今後の勉強会テー
マについて、市町組合への意見照会を実施した。

〇下水道公社における市町村技術支援体制の整備
・R２年度から下水道公社内に市町村支援課を組織し、市町村への技術支援体制を強化した。
・R３年度から市町組合支援メニューに新たに有料サービスを設けて支援を開始した。
・R４年度から５年度にかけて、無料サービスとして現場体験型実務研修等の開催、有料サービスとして処理場のアド
バイザリー支援、修繕発注者支援、水質検査などを行った。

Ａ：概ね、順調

0507

新河岸川上流終末処理場（川越市）の運転操作を、新河
岸川終末処理場（和光市）から遠隔操作で行うことによ
り、運転操作員の無人化を図る。

○ICTによる新河岸川上流水循環センターの遠隔監視化
・新河岸川上流水循環センター（川越市）の運転を、新河岸川水循環センター（和光市）からＩＣＴを利用した遠隔操作
ができるように改修を行い、令和５年３月より運用を開始した。
・これにより、新河岸川上流水循環センターの運転監視員を無人化することが出来た。 Ａ：概ね、順調

0601

荒川水系と中川水系の水循環センターにおいて窒素やリ
ンの除去率を高める高度処理を推進し、段階的高度処理
を含め２０２０年度までに高度処理化率１００％を実現す
る。

〇東京湾流域の水循環センターにおいて段階的高度処理を含めた高度処理を１００％実施
・令和元年度末現在で、東京湾流域の８水循環センターの水処理施設３４系列のすべてが、段階的高度処理を含め
た高度処理対応の構造となった。（高度処理１３系列、段階的高度処理２１系列）

Ａ：概ね、順調

0602

今後、水処理施設の高度処理化は、地球温暖化対策と
のバランスを考慮しながら、令和５年度改定予定の「流域
別下水道整備総合計画」を踏まえ、「ストックマネジメント
計画」に基づく施設の改築更新の中で実施する。

〇高度処理対応のための改築
・東京湾流域の８水循環センターの水処理施設３４系列のすべてが、段階的高度処理処理を含めた高度処理対応
の構造となったため、今後は水処理施設躯体の増改築に合わせて、高度処理化を行っていく。

Ａ：概ね、順調

0701

下水道局が中心となって、平成２８年１１月に発足した
「県、市町村、公社による下水道事業推進協議会」を広域
連携のプラットホームとして、課題の共有と具体的な取組
を推進していく。

〇全体会の開催
・令和５年８月に全体会を実施（書面開催）し、各分科会における活動報告（Ｒ４実績・Ｒ５取組予定）を行った。

〇第１、第２及び第３分科会での取組
・第１分科会＜経営管理分科会＞
　Ｒ４実績：財務的な知識の習得・向上のための情報提供
　Ｒ５実績：財務的な知識の習得・向上のための情報提供
・第２分科会＜災害時対応分科会＞
　Ｒ４実績：災害時の管路緊急点検・緊急措置マニュアル等についてＷｅｂ開催、施設見学会
　Ｒ５実績：下水道事業における災害時支援体制等に関する要領(案)の改正等についてＷｅｂ開催、施設見学会
・第３分科会＜市町村支援事業分科会＞
　Ｒ４実績：勉強会を２回開催、アンケート調査実施
　Ｒ５実績：勉強会（下水道展'23 札幌の企業ブース等を訪問、下水道に係る最新情報を収集）

Ａ：概ね、順調

0702
流域関係市町の老朽化した農業集落排水施設を公共下
水道に接続する広域化を支援し、順次、流域下水道の水
循環センターで処理する。

〇該当市町における農業集落排水接続に向けた準備
・R4年度接続完了：本庄市(1地区)
・R5年度接続完了：深谷市(1地区)及び美里町(2地区)
・R7年度以降の接続に向けて調整中：深谷市(3地区)及び本庄市(1地区)ほか吉見町、小川町、寄居町、宮代町
・長期的な取組として調整中：白岡市（2地区）、鴻巣市（3地区）

Ａ：概ね、順調

0703

単独公共下水道の終末処理場で発生する脱水汚泥の一
部を、流域下水道の水循環センターで受け入れて処理す
る共同化を推進する。

〇汚泥の共同処理
・平成30年度～令和5年度は、2市1組合の終末処理場で発生する脱水汚泥の一部を元荒川水循環センター及び新
河岸川水循環センターにて受入れ、汚泥の共同処理を行っている。 Ａ：概ね、順調
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実践
目標

取組
№ 主な取組 取組実績【令和５年度末時点】 評価

0704
公社が培った維持管理部門のノウハウを活かし、県内の
市町村・下水道組合に対する技術支援等に取り組む。

〇下水道公社における市町村技術支援体制の整備
・R２年度から下水道公社内に市町村支援課を組織し、市町村への技術支援体制を強化した。
・R３年度から市町組合支援メニューに新たに有料サービスを設けて支援を開始した。
・R４年度から５年度にかけて、無料サービスとして現場体験型実務研修等の開催、有料サービスとして処理場のアド
バイザリー支援、修繕発注者支援、水質検査などを行った。

Ａ：概ね、順調

0801
下水汚泥の高温焼却による一酸化二窒素の削減を継続
的に実施し、温室効果ガス排出量を削減する。

〇下水汚泥の高温焼却（８５０℃以上）の実施
・令和元年度は472千ｔの焼却ケーキ中、463千ｔの焼却ケーキを高温焼却した。
・通常焼却に比べ、119千ｔ-CO2の温室効果ガスを削減した。（通常焼却した場合での下水道局全体の排出量のうち
約３０％を削減）

Ａ：概ね、順調

0802
超微細散気装置の導入や省エネルギー部品の採用な
ど、施設・設備の省エネルギー化に積極的に取り組む。

〇設備更新時に超微細散気装置の導入
・令和5年度は荒川水循環センターの3系水処理施設に超微細散気装置を導入した。
　 （27．17系列/36系列）
・１系列で超微細散気装置を導入することで送風機の温室効果ガス排出量を削減した。
　（４２０ｔ－CO2削減）

Ａ：概ね、順調

0803

焼却炉の改築に併せ、下水汚泥の焼却時に発生する廃
熱を活用し、発電した電力を下水処理に利用する焼却炉
発電の導入に取り組む。

〇荒川水循環センター２号焼却炉への廃熱発電の導入
・Ｒ５年11月運用開始
〇新河岸川水循環センター２号焼却炉への廃熱発電の導入
・工事中　⇒Ｒ７年度完成予定
〇元荒川水循環センター4号焼却炉への廃熱発電の導入
・工事中　⇒Ｒ７年度完成予定

※R5末の進捗目安：下水汚泥の高温焼却による温室効果ガ排出削減対策実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→新河岸川セ２号炉と元荒川セ４号炉の工事遅れ

Ｂ：若干、遅延（未達）

0804

下水汚泥の処理過程でバイオガスを発生させ、焼却炉の
補助燃料や発電に活用する事業を元荒川水循環セン
ター、中川水循環センターで実施している。今後、古利根
川水循環センターでも同様の施設の導入を検討する。

〇ガス発電の実施
・下水汚泥処理プロセスに消化工程を導入しバイオガスを発生させ、ガス発電を行う。
　⇒元荒川水循環センター　（H31.4から運用中）
　　 中川水循環センター　   （R3.11から運用中） Ａ：概ね、順調

0805

効率の良い散気システムやＡＩなど、新技術に関する民間
企業の実証に協力することで、将来の処理施設のエネル
ギー効率の向上に取り組む。

○省エネ型深槽曝気技術実証研究の実施
・令和４年度から新河岸川水循環センターにて、前澤工業・日本下水道事業団と共に共同研究を実施している。
・深層から全面ばっ気することにより、水中に溶け込む酸素量をより多くし、結果的に送風に係る電力を削減すること
が目的であり、Ｒ5年度現在、実証施設が完成し、実証実験が開始された。 Ａ：概ね、順調

再掲
0804

下水汚泥の処理過程でバイオガスを発生させ、焼却炉の
補助燃料や発電に活用する事業を元荒川水循環セン
ター、中川水循環センターで実施している。今後、古利根
川水循環センターでも同様の施設の導入を検討する。
【再掲】

再掲
0803

焼却炉の改築に併せ、下水汚泥の焼却時に発生する廃
熱を活用し、発電した電力を下水処理に利用する焼却炉
発電の導入に取り組む。【再掲】

0901 下水汚泥の肥料化について事業化を検討する。

〇下水汚泥肥料化の検討
・R6年4月に荒川水循環センターの燃焼灰を肥料登録し、肥料会社に肥料原料として試験販売している。
・北部３流域（市野川、荒川上流、小山川）へ堆肥化施設の導入を検討している。 Ａ：概ね、順調

【

目
標
Ⅷ

】
温
暖
化
対
策
の
推
進

【

目
標
Ⅸ

】
下
水
道
資
源
の
有
効

活
用

30



実践
目標

取組
№ 主な取組 取組実績【令和５年度末時点】 評価

0902
下水道施設の未利用地について、地元市町の都市計画
を踏まえながら活用方法を検討する。

○新河岸川水循環センター及び中川水循環センターの未利用地の活用
・現在、新河岸川水循環センター及び中川水循環センターの未利用地は、東京外かく環状道路のシールド工事にて
排出される建築残土の仮置き場として活用している。
・府中市内にて陥没事故を起こしたため、工事の完成時期が遅れており、土地の返却期間も伸びている。

○小山川水循環センターの高度処理用地
・高度処理施設の設置を目的に、高度処理の将来用地として、水循環センター東側に確保されていた。
・令和５年度末現在は、地元本庄市が、運動場として、土地を借りている。
・本庄市と協議の結果、令和９年４月を目途に本庄市に移管されることになり、令和６年度早期に関係市町と覚書締
結予定。

※R5末の進捗目安：未利用地活用の推進→新河岸川セ、中川セの建築残土仮置き場の原状回復遅れなど

Ｂ：若干、遅延（未達）

再掲
0804

下水汚泥の処理過程でバイオガスを発生させ、焼却炉の
補助燃料や発電に活用する事業を元荒川水循環セン
ター、中川水循環センターで実施している。今後、古利根
川水循環センターでも同様の施設の導入を検討する。
【再掲】

再掲
0803

焼却炉の改築に併せ、下水汚泥の焼却時に発生する廃
熱を活用し、発電した電力を下水処理に利用する焼却炉
発電の導入に取り組む。【再掲】

再掲
0205

下水道施設台帳システムを利用した施設・設備のデータ
の活用を進める。【再掲】

1001

複数の施設を一元的に管理するＩｏＴのほか、ＡＩ、ロボット
など、下水道の分野で利活用可能な新たな技術やサービ
スについて、導入の可能性を検討する。

〇ＩＣＴによる新河岸川上流水循環センター遠隔操作の取組
・ＩＣＴを用いた新河岸川水循環センター（和光市）から新河岸川上流水循環センター（川越市）の遠隔操作化に向け
て、遠隔監視装置など新設工事の設計を令和元年度に、工事を令和２年度から令和４年度に実施した。
・令和５年３月より、和光市の新河岸川水循環センターからの遠隔操作に切り替えた。

〇ＩＣＴ，クラウド技術による管路情報システムの導入検討
・下水道局内にワーキンググループを設置し、管路施設情報の今後の取り扱いについて検討した結果、クラウドシス
テムによる管路情報システムを導入し、災害時の被害情報共有や管路の適切な維持管理に活用していくことを決定
した。
・管路情報システムとして整備され、令和４年度から運用を開始した。

Ａ：概ね、順調

再掲
0507 処理場の遠隔操作設備を導入し運用を開始する。【再掲】

再掲
0306

流量計データのクラウド化による遠隔監視化を進める。
【再掲】

再掲
0204 管路情報システムの運用を開始する。【再掲】
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