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１  本計画の位置づけ 

東京都では、平成 13 年度に、東京都と多摩地域の全 30 市町村で構成する検討会を設置し、「多摩地域の

下水道事業のあり方」を取りまとめ、単独処理区の流域下水道への編入や水質検査の共同実施等の取組を推進

するなど、早期から広域化・共同化に取り組んできた。本計画は、汚水処理事業の現状やこれまでの取組を踏ま

え、今後の汚水処理に関する広域化・共同化の取組等について取りまとめたものである。東京都との連携により、

区市町村が良好な事業運営を継続し、効率的な管理等の取組を促進することを目的としている。 

２  東京都の汚水処理と 現状 

令和３年３月時点における東京都全体の汚水処理人口普及率は99.8％となっている。このうち、東京都が「市」

の立場で公共下水道の事業を実施している区部では、平成６年度に下水道が 100％普及概成している。一部で

浄化槽事業を実施している多摩地域では、下水道普及率が99％となっている。島しょ地域では、町村ごとに公共

下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業、コミュニティプラント事業及び浄化槽事業を実施している。 

３  課題と 取組方針 

本計画では、「施設管理」、「事業運営」、「人材・技術力」、「危機管理対応」の４つの視点で、課題と目指すべ

き方向性を整理し、汚水処理事業の広域化・共同化に係る「施設の広域化」、「維持管理の効率化」、「技術支

援・人材育成」及び「危機管理対応」に取り組むこととした。  

４  広域化・ 共同化メ ニュ ー 

本計画における主な広域化・共同化メニューを、以下に示す。区部、多摩地域、島しょ地域の３ブロックに分け、

各ブロックの地域特性や現状等を踏まえ、取組を整理した（各取組とその効果、ロードマップ等詳細については

別紙参照）。汚水処理事業の効率的な運営に向け、本計画に基づく取組状況について、東京都と区市町村が協

力しながら定期的に確認を行っていく。 

また、適宜、計画の見直しを行っていく。 

 

施設管理

事業運営

人材・ 技術力

危機管理対応

・ 施設更新が困難

・ 老朽化の進行

・ ト ラ ブルの増加

・ 収入の減少

・ 維持管理費の増大

・ 職員数の減少

・ 技術力の低下

・ 受援体制の確保

・ 相互支援体制の強化
・ 豪雨災害への対応

視点 課題 目指す方向性

・ 施設の集約化や施設管理の共同化

によ る 維持管理の効率化

・ 効率的な事業運営体制の構築と

安定的な下水道サービス の提供

・ 事業執行に必要な体制の確保と

技術力の維持・ 向上

・ 危機発生時に下水道局と

市町村が連携する 体制の構築

・ 施設の広域化

・ 維持管理の効率化

・ 技術支援、 人材育成

・ 危機管理対応

表 2 広域化・ 共同化メ ニュ ー 

表 1 汚水処理人口の内訳（ 令和 3 年 4 月 1 日現在）

【 区部】 （ 人）  

図 1 東京都における 汚水処理施設整備構想図 

※その他は、 処理施設等が不明ま たは調査困難などにより 使用実態を把握し ていない人口 

図２  多摩地域における課題と 広域化・ 共同化の取組方針 

多摩地域 区部 

島し ょ 地域 

大島町 神津島村 

新島村 

利島村 

三宅村 

御蔵島村 

青ヶ島村 

八丈町 

小笠原村 

小笠原村 

【 多摩地域】 （ 人）  【 島し ょ 地域】 （ 人）

公共下水道

特定環境保全公共下水道

農業集落排水事業

漁業集落排水事業

コミュニティ・プラント

合併処理浄化槽

凡 　例

公共下水道 9,556,543

浄化槽 1,559

小計 9,558,102

収集 728

自家処理 0

小計 728

10,584

9,569,414

水洗化

人口

非水洗化

人口

その他

総人口

公共下水道 4,191,271

浄化槽 45,999

小計 4,237,270

収集 7,466

自家処理 61

小計 7,527

1,784

4 ,246,581

水洗化

人口

非水洗化

人口

その他

総人口

公共下水道 1,230

農業集落排水 1,715

漁業集落排水 278

浄化槽 13,203

コ ミ ュ ニティ

プラ ント
2,363

小計 18,789

収集 4,650

自家処理 0

小計 4,650

954

24,393

その他

総人口

水洗化

人口

非水洗化

人口

取組分類 主な取組メ ニュ ー ブロ ッ ク

下水道の広域化 区部

単独処理区の流域下水道への編入 多摩

連絡管活用によ る 下水処理の広域化 多摩

し 尿の共同処理 区部・ 多摩

下水道の効率的な維持管理 区部

電子台帳シス テム( 多摩SEMIS) の活用 多摩

マンホールポンプの維持管理 多摩

水質検査の共同実施 多摩

排水設備業務の共同実施 多摩

雨天時浸入水対策 多摩

公営企業会計シス テムの共同運用 多摩

市町村下水道情報交換会 多摩

現場見学会、 講習会等の開催 多摩

し 尿処理の取組に係る 情報の共有化 多摩・ 島し ょ

島し ょ 地域への技術支援 島し ょ

事業間連携等に係る 情報交換 島し ょ

危機管理対応 区部

災害時のし 尿受入れ 多摩

東京都下水道ルール 多摩

災害時支援協定・ 災害査定協定 多摩

災害時の受援計画 多摩

災害時等における 汚泥共同処理 多摩

○技術支援、 人材育成

・ 研修等の開催によ る 技術支援、 人材育成等

○施設の広域化

・ 施設の統廃合等によ る 集約化

・ 相互融通等によ る 施設管理の効率化

○維持管理の効率化

・ 維持管理業務の共同化等によ る 効率化

・ 持続可能な体制の構築

○危機管理対応

・ 相互支援など 危機管理体制の強化

資料５−②
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 広域化・ 共同化の具体的な取組内容と 効果（ ロ ード マッ プ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 

広域化・ 共同化ロ ード マッ プ（ 多摩地域）  

広域化・ 共同化ロ ード マッ プ（ 島し ょ 地域）  

広域化・ 共同化ロ ード マッ プ（ 区部）  

短期（ ～5年間）

2022    2026 2027     2031 2032     2051

 下水道の広域化

 東京都区部13水再生センタ ー

 （ 芝浦、 三河島、 有明、 砂町、 みやぎ、 落合、 中野、 森ケ崎、 小菅、 葛西、 新河岸、 浮間、 中川）

ほか

・ 区部全域で下水道事業を 一体的に行う こ と によ り 、 広域的な事業運営が実施さ れている

 し 尿の共同処理  品川清掃作業所 ・ 将来にわたり 、 し 尿処理を 安定的に継続する

 下水道の効率的な維持管理  下水道管等の維持管理業務 ・ 政策連携団体等の技術やノ ウ ハウ を下水道事業に活用でき る

 危機管理対応 応急復旧体制の整備 、 防災訓練の実施ほか ・ 様々な危機発生時に的確に対応でき る 体制を 構築する こ と ができ る

 単独処理区の流域下水道への編入
 錦町下水処理場（ 立川市）

 東部水再生センタ ー（ 三鷹市）

・ 高度処理施設で処理する こ と で、 良好な水環境を創出でき る

・ 省エネルギー型機器で処理する こ と で、 エネルギー使用量及び温室効果ガス 排出量を 削減でき る

・ 流域下水道のス ケ－ルメ リ ッ ト を 活かし 、 施設の更新費や維持管理費の縮減ができ る

・ 水再生センタ ー間連絡管を 活用する こ と で、 震災時等における 処理機能を確保でき る

 連絡管の活用によ る 下水処理の広域化
 東京都流域下水道6水再生セン タ ー

 （ 北多摩一号、 北多摩二号、 多摩川上流、 南多摩、 浅川、 八王子）

・ 水再生センタ ー間で汚水や汚泥を 相互に処理する こ と で、 震災時における バッ ク アッ プ機能の

 確保が可能と なる

し 尿の共同処理 し 尿処理施設等 ・ 将来にわたり 、 し 尿処理を 安定的に継続する

 電子台帳シス テム（ 多摩SEMIS ） の活用
 東京都流域下水道維持管理シス テム

 （ 多摩SEMIS）

・ 管き ょ 情報の一元管理等によ り 維持管理の効率化が図ら れる

・ 多摩地域の下水道台帳データ を バッ ク アッ プする こ と で、 事故や災害時における 活用が図ら れる

 マンホールポンプの維持管理  都、 市町村のマンホールポンプ ・ 技術力の確保によ り 、 将来にわたって効率的かつ安定的な維持管理を継続する

 水質検査の共同実施  水質検査業務
・ 適正な検査品質を 確保し たま ま 、 検査回数を 減ら すこ と が可能と なる

・ 悪質下水の早期発見と 流入抑制など、 効率的な下水道の水質管理が可能と なる

 排水設備業務の共同実施  排水設備業務 ・ 排水設備業務の効率化によ り 、 増大する 更新と 維持管理業務への対応が図ら れる 。

 雨天時浸入水対策  雨天時浸入水対策
・ 豪雨時においても 安定的な下水道機能を 確保する と と も に、

 雨天時浸入水の削減によ る 維持管理費の縮減が図ら れる

 公営企業会計シス テムの共同運用  公営企業会計シス テム
・ 共同調達によ り コ ス ト 縮減が図ら れたほか、 共同運用に伴い関係団体間の情報共有及び

 事務の効率化が図ら れる

市町村下水道情報交換会 市町村下水道情報交換会
・ 流域下水道本部と 市町村の連携を 強化する こ と で、 下水道事業運営の効率化、 水環境の改善、

 危機管理の強化が図ら れる

 現場見学会・ 講習会等の開催  現場見学会、 講習会等 ・ 市町村職員の技術力が向上する こ と で、 多摩地域の下水道サービ ス が向上する

 公共下水道への技術支援  小河内浄化センタ ー（ 奥多摩町） ほか ・ 市町村の下水道事業の技術力向上によ り 、 下水道サービ ス が向上する

 区部と 市町村の連携  現場見学会、 講習会、 災害時の支援
・ 市町村職員の技術力が向上する こ と で、 市町村の下水道サービ ス が向上する

・ 災害時には下水道局の豊富なノ ウ ハウ に基づく 支援によ り 、 市町村下水道施設の早期復旧が可能になる

 し 尿処理の取組に係る 情報の共有化
 し 尿処理の取組に係る 情報の共有化

 し 尿処理の現状、 課題等に係る 意見交換
・ 将来にわたり 、 し 尿処理を 安定的に継続する

 災害時のし 尿受入れ
 東京都流域下水道7水再生セン タ ー

 （ 北多摩一号、 北多摩二号、 多摩川上流、 南多摩、 浅川、 八王子、 清瀬）

・ 災害時における し 尿の適切な搬入・ 受入れの実現によ り 、 避難場所等の衛生環境を 確保し 、

 避難者を健康被害から 守る

 東京都下水道ルール  東京都下水道ルール ・ 下水道局及び市町村間等の支援体制の構築によ り 、 被災時の円滑な復旧活動が可能になる

 災害時支援協定・ 災害査定協定  災害時支援協定、 災害査定協定
・ 民間事業者と の支援体制の構築によ り 、 被災時の速やかな応急復旧活動が可能になる

・ 災害によ り 被災し た下水道施設の災害査定業務を円滑に実施する こ と ができ る

 災害時の受援計画  受援計画
・ 受援計画の策定によ り 、 広域的な受援体制が明確になり 、 被災時に全国の自治体や

 関係機関等から の応援を 円滑に受け入れる こ と ができ る

 災害時等における 汚泥共同処理
 東京都流域下水道7水再生セン タ ー、 単独処理区処理場(立川市、 三鷹市、 町田市)、

 新河岸川水循環センタ ー(埼玉県)

・ 災害時における 広域的な汚泥処理のバッ ク アッ プ体制を 構築する こ と によ り 、

 下水道事業の安定性の向上や、 都民生活の安全・ 安心に貢献する 。

 島し ょ 地域への技術支援  本村水処理センタ ー（ 新島村） ほか
・ 島し ょ 地域の下水道事業の技術力向上によ り 、 下水道サービ ス が向上する

・ 下水道事業と その他の汚水処理事業の連携が図ら れる

 し 尿処理の取組に係る 情報の共有化  し 尿処理の取組に係る 情報の共有化 ・ 将来にわたり 、 し 尿処理を 安定的に継続する

 事業間連携等に係る 情報交換  本村水処理センタ ー、 漁業集落排水施設（ 新島村） ・ 新島村における 汚水処理の効率化が図ら れる

広域化・ 共同化に

係る 都・ 区市町村
広域化・ 共同化メ ニュ ー 広域化・ 共同化に係る 施設、 取組等

メ ニュ ーに対する ス ケジュ ール

～ 2022

長 期的な方針

（ ～30年間）中期（ ～10年間）
効果

東京都・

３ 0市町村

下

水

道

事

業

の

広

域

化

・

共

同

化

計

画

策

定

東京都・ 9町村

東京都・ 23区

事

業

の

広

域

化

・

共

同

化

計

広域化の取組を 継続実施

し 尿の共同処理を 継続実施

引き 続き こ れま での民間活用を 推 進し 、 効率的 な維持 管理業 務を 図 る

引き 続き 各取組を 推進し 、 危機管理対応 力の強 化を 図る

広

域

化

・

共

同

化

計

画

策

定

（ 下線： デジタ ル化の推進に関する メ ニュ ー）

し 尿処理の取組に係る 、 情報の共 有化を 図る

し 尿の共同処理を 継続実施

立川市
単独処理区
の編入

三鷹市
単独処理区の
編入に向けた調整※

シス テム の改良・ 運用

相互融通機能の活用

水質検査を 共同実施

訓練の継続実施

訓練の継続実施、 東京都下水道ル ールの 見直し （ 適宜）

定期的な情報交換会の開催

定期的な現場見学会、 講習会等の 開催

区部と 市町村の連携によ る 取組を 検討・ 実施

受援計画の策定

訓練の継続実施、 訓練結果等を 踏 ま え た 協定の 見直し （ 適宜 ）

流域下水道本部と 市町村が連携し 、 継続的に雨 天時浸入水対 策を 推 進

業務内容・ 実施体制等の検討、 統一 内容に よ る 試 行（ 時期未定）

意見交換会で の情報共有・ 連携・ 技 術継承

公営企業会計シス テム の共同運用、 情 報共有

訓練等の実施

適宜、 技術支援を 実施

試行の状況を 踏ま え て

段階的に共同化を 実施

広

域

化

・

共

同

化

計

画

策

定

訓練等の実施、 計画の見直し （ 適宜 ）

※ 現行の流総計画の整備計画年度に合わせ 、 令和 ６ 年度ま での ス ケジ ュ ール を 記載

し 尿処理の取組に係る 、 情報の共 有化を 図る

適宜、 情報交換を 実施

適宜、 技術支援を 実施広

域

化

・

共

同

化

計

画

策

定


