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御挨拶 

 

 本市は、香川県の県都であると同時に、広域連携中 

枢都市圏の中心市として、さらには、四国の中枢管理 

都市として発展を続けており、多様な行政需要に対応 

するため、これまで８００を超える公共施設を整備し、 

市民福祉の向上や都市の発展に努めてまいりました。 

しかしながら、その多くは、高度成長期からバブル 

期にかけて建設されたもので、今後、老朽化の進展に 

伴う建て替え等が一時期に集中することが予想されて 

おり、人口減少、少子・超高齢社会の本格的な到来を 

迎える中、効率的な活用を図るとともに、財政負担を軽減化・平準化すること

が課題となっております。 

 このため、本市は、既存施設を有効に活用しつつ、適正な維持管理及び長寿

命化を図るとともに、維持管理費用の縮減や保有総量を適正化するなど、ファ

シリティマネジメントを重視した取組の基本的考え方や取り組むべき課題、方

向性等を定めた「高松市ファシリティマネジメント推進基本方針」を平成２４

年９月に策定（２６年４月一部改正）いたしました。その後も、２７年３月 

に、施設をできるだけ長く適切に使用するための指針となる「高松市公共施設

長寿命化指針」を、さらに、２７年１０月に、施設分類ごとの再編の考え方等

を示す「高松市公共施設有効活用・再配置等方針」を策定したほか、従来の拡

散型のまちづくりから転換し、集約型の「多核連携型コンパクト・エコシティ」

の実現に向けた施策を進めております。 

本計画は、公共施設の総量や配置等の適正化を図るため、施設ごとに、その

方向性や目標使用年数等を定めるものであり、ファシリティマネジメントの取

組の具現化を目指すものです。 

今回の改定では、施設の集約化・複合化や官民連携の推進を通じて、市民 

サービスの維持と持続可能な行政経営の両立を、なお一層、目指してまいりた

いと存じます。 

最後に、本計画の策定に当たり、多大な御尽力を賜りました高松市公共施設

評価有識者会議の委員の皆様を始め、パブリックコメントなどを通じて、貴重

な御意見・御提言を頂いた多くの市民の皆様に、心から感謝を申しあげます。 

 

 

  令和４年４月 

                  高松市長 大 西 秀 人 
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第１章 共通事項 

１ はじめに（計画の位置付け） 

  本計画は、高松市公共施設等総合管理計画（平成２６年１２月策定、令和３

年４月改定）の下位計画として、平成２７年１０月に策定した、高松市公共施

設有効活用・再配置等方針(以下、「有効活用・再配置等方針」という。)に基

づき、ファシリティマネジメントの取組効果の早期発現を目指すため、本市の

公共施設の個別具体的な方向性を決定し、公共施設の総量、配置等の適正化の

推進を図るものです。 

 

 

２ これまでの公共施設再編整備計画と課題 

公共施設は、地域ごとに必要とされる機能や、地域で果たすべき役割等を考

慮して、総量や規模、配置の適正化を考えることが重要であり、再編整備に当

たっては、多核連携型コンパクト・エコシティ推進計画や地域行政組織再編計

画などとの整合を図るなど、本市の将来のまちづくりの方向性を見据えた対応

が求められています。そのため、「有効活用・再配置等方針」に基づき、施設

ごとに地域(エリア)区分を設定し、施設分類ごとに地域性を考慮しながら、進

める必要があります。 

このため、「有効活用・再配置等方針」に定めた、施設分類ごとの再配置等

対象施設に対して、平成２８年度から３０年度までの３か年で、大規模施設や

対応が急がれる施設から順次、「高松市公共施設再編整備計画（１次～３次）」

を策定し、すべての対象施設について、今後の方向性を決定し、公共施設の総

量、配置等の適正化の推進を図ってきました。 

しかしながら、平成２８年度からの５年間で、実際に削減した延床面積は、

３．１％にとどまっており、単純な施設の廃止による延床面積の削減だけでは、

市民サービスの維持が困難であり、再編の取組が進まないことが課題でした。 

このような、これまでの公共施設再編整備計画の課題を踏まえ、今回の改定

では、単純な延床面積の削減を進めるのではなく、公共施設の集約化・複合化
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や官民連携の推進など、将来的な更新経費の削減効果による、「財政的な観点

からの効果」に主眼を置き、公共施設の総量、配置等の適正化の推進を図るこ

ととしております。 

 

３ 計画の改定（令和４年度） 

  今回の改定では、すべての施設で評価を見直すのではなく、これまでの基本

的な考え方は維持した上で、以下の４つの観点から見直しが必要な２２６施

設を、見直し対象としています。 

 

 

①【新規】（３３施設） 

これまでの公共施設再編整備計画策定後に、新たに建設された施設、又 

   は策定時に改修中等で未評価だった施設 

②【継続以外】（４９施設） 

   これまでの公共施設再編整備計画で、総合評価に基づいた施設の方向性

が「継続」以外（改修・複合化、用途変更・移転、廃止（売却・譲渡）・

統廃合のいずれか）の施設 

  ③【短期継続】（４１施設） 

    これまでの公共施設再編整備計画で、総合評価に基づいた施設の方向

性が「継続」の施設のうち、目標使用年数が５年又は１０年（最長の１５

年でない）の施設 

④【その他】（１０３施設） 

これまでの公共施設再編整備計画で、総合評価に基づいた施設の方向性

が「継続」で、目標使用年数が１５年の施設のうち、再編に関連する主な

個別計画等の対象となっている施設 

 

①から④の観点に当てはまらない施設の評価については、現時点では変更

の必要がないため、見直しの対象外としています。 

   なお、本計画の具体的な実施については、施設ごとに「再編整備実施計画」

を策定し、再編整備に取り組むこととしています。 

 

 

４ 施設の評価について 

  施設の今後の方向性について、まず、公共施設を、品質(劣化状況)、供給 

(サービス提供状況)、財務(施設にかかるコスト)の観点による客観的評価(１

次評価)を行い、この１次評価の結果を基にした２次評価を経て、有識者の意

見を始め、施設の役割や機能の重複、まちづくりに関する計画等との整合性な

どを総合的に考慮し、施設の最終的な方向性や目標使用年数等を決定する総合

評価を行っています。 
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※ 「施設カルテ」に、施設ごとの１次評価(客観的評価)・２次評価結果・総合

評価等を記載しています。この施設カルテで、現在の施設の状況と、その評価

を見ることができます。 

(1)  １次評価は、品質・供給・財務の観点から相対評価による偏差値を求め、

その数値に基づきＡ～Ｄの評価結果を表記しています。 

 すべての観点で偏差値が５０を上回る場合は、Ａ(継続)となり、いずれ

かの観点で偏差値が５０を下回ると、Ｂ(改修・転用）、Ｃ(用途変更・移

転）、Ｄ(廃止・統廃合)の評価となります。 

(2)  Ａ～Ｄの１次評価・２次評価を経て、有識者の意見、施設の役割や機能

の重複、まちづくりに関する計画等との整合性等を考慮した上で、施設の

在り方を検討し、総合評価をしています。 

 

５ 計画に記載する施設の方向性について 

  今回の改定では、老朽化等によって継続使用できない施設でも、市民サービ

スの機能を維持した上で、他の施設に集約化・複合化を行うなどの取組を推進

するため、施設の方向性について、「施設」と「機能」に分けて総合評価をす

ることとしております。「施設」では、「継続」、「用途変更」、「廃止」から、「機

能」では「継続」、「廃止」から、その施設の方向性に適した総合評価をしてい

ます。 

 

６ 目標使用年数の設定 

本計画では、施設ごとに今後の方向性と併せて、目標使用年数を設定してい

ます。施設ごとに、目標使用年数に応じた、具体的な対応や、適切な維持保全

を行うものです。なお、本計画における目標使用年数の考え方は次のとおり(図

表１－１)としています。 

(1) 目標使用年数は、５年・１０年・１５年（上限）のいずれかを設定す

ることとしますが、５年ごとに計画の見直しを行います。 

(2)  目標使用年数を５年又は１０年とした施設は、この年数を目標として

できるだけ早期に、本計画に基づく「再編整備実施計画」を策定し、可

能なものから、実施を図ります。 

   なお、用途変更や配置の見直し、在り方の再検討などが必要とされた

施設は、今後の活用方法が決定した後に、目標使用年数を見直します。 

(3)  目標使用年数を１５年とした施設は、１５年を上限とする継続使用と

し、５年ごとの計画の見直しに合わせて、市民ニーズ等社会経済情勢の

変化に対応し、再度、目標使用年数を設定することとします。 

(4)  災害や新たな統廃合の必要性等、特段の事情が生じた場合には、適宜

の見直しを行います。 
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(5)  目標使用年数まで漫然と維持管理を続けるのではなく、厳しい財政状

況に対応するため、継続的に施設の運営費や維持管理費の把握に努めな

がら、ニーズ調査を実施するなど、適切な施設経営に努めます。 

 

図表１－１ 公共施設の目標使用年数 

目標使用年数 公 共 施 設 の 在 り 方 

  ５ 年 

現状の施設(ソフト事業を含む。)においては、廃止・移転・

売却・用途転用等が妥当な状況であり、早期に対応すべき

もの。 

１０ 年 

現状の施設(ソフト事業を含む。)においては、当面継続使

用とするが、市民ニーズの変化や品質の劣化状況に合わせ

１０年以内には対応を見極める必要があるもの。 

１５ 年 
将来的にも継続使用が見込まれるもの（長寿命化対策の実

施施設を含む。）。 

 

７ 再編整備実施計画の策定 

  本計画は、施設の今後の方向性や目標使用年数等を定めるものですが、その

実施に当たっては、施設所管課において施設ごとに「再編整備実施計画」を策

定し、関連計画との整合など、全庁的な調整を行いながら進めることとなりま

す。 

    以下は、実施計画の具体例です。 

  ○施設の方向性⇒廃止(除却、売却又は譲渡など) 

  ○目標使用年数 ５年 

  この場合、５年間施設を使用するのではなく、可能な限り早期の実施を目指

して、再編整備実施計画を策定します。 

○○○○施設再編整備実施計画 

Ｎ年度 Ｎ＋１年度 Ｎ＋２年度 Ｎ＋３年度 Ｎ＋４年度 

 

※ この例では、廃止後、翌年度に解体を実施することとしていますが、実際

には諸事情により、解体を行わないケースや数年後に解体するケースがあ 

ります。 

 

関係機関との調整 
施設閉鎖に向けた準備 閉鎖管理 

解体工事 

機能廃止 
(閉鎖) 

利用受 
付停止 実施設計 
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８ 計画の見直し 

  本計画は、５年ごとに見直しを行います。 

なお、原則として、見直しは施設ごとの計画策定時点から５年ごととします

が、他の施設の関連等で再編整備が必要な施設は、５年経過前でも見直しを行

うこととします。 

 

９ 将来更新経費の縮減に向けた取組 

  「高松市公共施設等総合管理計画」（平成２６年１２月策定、令和３年５月

改定）では、令和２年度から３１年度までの３０年間における、公共施設（い

わゆるハコモノ）の将来更新経費とその整備に使える投資可能額について、 

１年当たり、投資可能額が約６９億円不足する試算結果となっています。 

このため、ファシリティマネジメントの取組が必要不可欠ですが、市民サー

ビスを維持するためには、単純な施設の廃止による延床面積の削減だけにとど

まらず、公共施設の長寿命化に加え、公共施設の集約化・複合化や官民連携の

推進などの新たな取組により、将来更新経費と投資可能額の収支均衡を達成す

る必要があります。（図表１－２） 

 

図表１－２ 公共施設の更新経費推計 
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(1)  施設の長寿命化や廃止等 

    「高松市学校施設長寿命化計画」（平成３０年５月策定）や、「第２期高

松市市営住宅長寿命化計画」（令和４年３月策定）など、公共施設の長寿

命化等の取組により、将来更新経費を削減・平準化します。 

これらの取組に加え、「施設」の総合評価が「廃止」の公共施設につい

て、予算の範囲内で順次、除却を進めることで、更に将来更新経費を削減

します。 

 

(2)  施設の集約化・複合化  

    既存の同種の公共施設を統合し、一体の施設として整備する「集約化」

や、既存の異なる種類の公共施設を統合し、これらの施設の機能を有した

複合施設を整備する「複合化」を推進することで、施設の機能（市民サー

ビス）を維持した上で、公共施設の総量と将来更新経費を削減することが

可能となります。 

    特に、小・中学校は、各地域のコミュニティ活動や大規模災害時の避難

時の中核となる施設であることから、各地域内の施設の集約化・複合化を

検討する際には、小・中学校への統合を優先的に考える必要があります。 

    本市では、「有効活用・再配置等方針」に沿って公共施設の集約化・複

合化を推進し、公共施設の総量削減と市民サービスの維持の両立を目指

します。 

 

(3)  官民連携の推進 

    公共施設の更新や長寿命化において、従来どおりの公共工事の手法で

はなく、官民連携手法（ＰＰＰ／ＰＦＩ）を導入することで、民間の創意

工夫や収益事業の実施が可能となり、従来の公共工事の手法と比べて、施

工・運営経費の削減につながります。また、ＰＦＩなどの手法では、民間

資金を活用し、施工・運営経費を長期（１０～２０年程度）の契約期間で

分割払いすることとなるため、本市における財政負担の平準化を図るこ

とが可能です。 

    ＰＦＩは、公共施設の新規整備や改築を対象とするものが多いですが、

ＰＦＩを含めた官民連携手法では、大規模改修や長寿命化事業なども対

象とし、コンセッションや包括的民間委託など、施設の運営にも活用可能

であるため、本市としては、施設整備や維持管理などの幅広い場面で、官

民連携手法を取り入れ、民間ならではの発想・ノウハウや民間資金を生か

した将来更新経費の削減を目指します。 

    このような、施設の長寿命化や廃止等、施設の集約化・複合化及び官民

連携の推進の取組を積極的に検討し、取り組んでいくことで、将来更新経

費と投資可能額の収支均衡の達成を目指します。 
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(4)  ＩＣＴの利活用 

    「スマートシティたかまつ推進プラン」（平成３１年３月策定）に基づ

き、エリア・施設ごとに、人口メッシュ分析やパーソントリップ調査など

のデータを分析・可視化して、施設の集約化・複合化等の検討を行うなど、

ＩＣＴの利活用に取り組みます。 

 

(5)  進捗管理 

    将来更新経費の縮減に向けた取組の進捗管理については、図表１－２

中の、１年当たりの平均不足額約６９億円の３０年間の総額約２，０７０

億円を目標額として、５年ごとに、金額ベースでの達成度を測定します。 

これにより、３０年間で、将来更新経費と投資可能額の収支均衡の達成

を目指します。 

なお、本計画の改定に合わせ、公共施設の総量や更新経費の算定に用い

る施工単価、歳入の状況などを反映し、将来更新経費と投資可能額を再度

推計します。 

 

【進捗管理のイメージ】 

 

 

  



 

8 

第２章 施設分類別計画 

１ 施設分類別計画の見方 

施設分類別計画は、施設分類ごとに、概要、再編に関連する主な個別計画等、

施設再編整備検討結果一覧表、及び施設の配置状況から構成されています。 

再編整備に当たっては、再編に関連する主な個別計画等に基づくほか、本計

画の「第１章 共通事項」を踏まえた取組を実施します。 

(1) 概要及び再編に関連する主な個別計画等 

施設分類ごとに、「有効活用・再配置等方針」に定めた、再編整備の考え

方などを再掲した上で、再編に関連する主な個別計画等の名称を掲載して

います。 

 (2) 施設再編整備検討結果一覧表 

検討結果一覧表には、施設ごとに基礎情報（建築年、築年数、延床面積）

及び総合評価結果（基準年度、目標使用年数、総合評価（施設／機能）、説

明）を掲載しています。 

  ア 基礎情報 

   ・建 築 年：各施設における代表棟の建築年 

・築 年 数：令和４年４月１日現在 

・延床面積：施設の総延床面積 

  イ 総合評価結果 

   ・基 準 年：計画策定年度 

   ・目標使用年数：５／１０／１５年のいずれか 

   ・総合評価：施設評価（継続・用途変更・廃止）／機能評価（継続・廃止） 

   ・説 明：特記すべき事項について記載 

 (3) 施設の配置状況 

検討結果一覧表に記載された、各施設の所在位置を、高松市の全域図上

に表しています（代表地番の緯度・経度情報による。）。 

 

◎ 表中の説明欄において、（※）が付いた施設は、本計画策定の前年度に

供用開始した施設、又は今後開設が予定されている施設であり、利用状況

や決算など、施設評価のために必要な客観的情報が整った後に、本計画に

掲載します。 
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２ 施設分類別計画 

(1) 庁舎等施設 

ア 概要 

庁舎等施設は、市民に必要な行政サービスの提供を目的として設置さ

れています。その中心となる高松市庁舎や総合センター、そのほか、支

所・出張所（市町合併に伴う施設を含む。）等（３５施設 ６５，４３８

㎡）を対象に再編整備を行います。 

 

イ 再編に関連する主な個別計画等 

地域行政組織再編計画など 

 

ウ 施設再編整備検討結果一覧表（☆：間借り） 

 

 

施設 機能

1 高松市庁舎 1979 43 51,375.51 2016 15 継続 継続

☆ 2 勝賀総合センター 1999 24 152.00 2022 10 継続 継続

3 香川総合センター 1977 44.9 2,195.71 2022 10 継続 継続

4 国分寺総合センター 1989 34 2,465.67 2022 10 継続 継続

5 牟礼総合センター 2012 10 817.95 2022 10 継続 継続

☆ 6 山田支所 1990 32 72.18 2016 5 廃止 継続

　施設については、「高松市公共施設再編整備実
施計画」に基づき、東部南総合センター(仮称）
（※）に移転後、廃止する。
　機能については、「高松市支所及び出張所設置
条例」に基づき、地域の行政活動拠点として必要
であるため、継続する。

7 香南支所 2012 10 636.25 2022 10 継続 継続

8 塩江支所 1982 40 2,488.68 2022 10 継続 継続

9 庵治支所 1996 26 3,623.93 2022 10 継続 継続

☆ 10 鶴尾出張所 1978 44 43.11 2017 15 継続 継続

☆ 11 太田出張所 2020 2 32.00 2022 10 継続 継続

　施設については、適切な維持管理を行い、継続
使用する。
　機能については、「高松市支所及び出張所設置
条例」に基づき、地域の行政活動拠点として必要
であるため、継続する。

☆ 12 旧太田出張所 1979 44 20.89 2022 5 廃止 廃止

　施設については、劣化度等を踏まえ、廃止す
る。令和４年度以降、民間活用や売却を検討す
る。
　機能については、既に廃止している。

☆ 13 木太出張所 2019 4 45.14 2017 15 継続 継続
☆ 14 古高松出張所 2006 16 37.41 2017 15 継続 継続
☆ 15 屋島出張所 1975 48 19.50 2017 15 継続 継続

☆ 16 前田出張所 1982 41 17.88 2022 5 継続 継続

　施設については、当面、継続使用とするが、
「新コミュニティセンター整備計画」に基づき、
適切な時期に改築する。
　なお、施設整備の際は、他施設との複合化を検
討する。
　機能については、「高松市支所及び出張所設置
条例」に基づき、地域の行政活動拠点として必要
であるため、継続する。

☆ 17 川添出張所 1998 24 41.50 2017 15 継続 継続
☆ 18 林出張所 2015 7 36.00 2017 15 継続 継続
☆ 19 三谷出張所 2011 11 25.47 2017 15 継続 継続

☆ 20 多肥出張所 1975 48 12.12 2022 5 継続 継続

　施設については、当面、継続使用とするが、
「新コミュニティセンター整備計画」に基づき、
適切な時期に改築する。
　なお、施設整備の際は、他施設との複合化を検
討する。
　機能については、「高松市支所及び出張所設置
条例」に基づき、地域の行政活動拠点として必要
であるため、継続する。

　施設については、「高松市地域行政組織再編計
画」に基づき、適切な維持管理を行い、継続使用
する。
　機能については、「高松市支所及び出張所設置
条例」に基づき、地域の行政活動拠点として必要
であるため、継続する。

　施設については、「高松市地域行政組織再編計
画」に基づき、適切な維持管理を行い、継続使用
する。
　機能については、「高松市支所及び出張所設置
条例」に基づき、地域の行政活動拠点として必要
であるため、継続する。

築
年数

延床面積
(㎡)

施　　設　　名No
目標

使用年数

総合評価
説　　明

基準
年度

建築
年
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施設 機能

☆ 21 仏生山出張所 1996 26 35.02 2017 5
用途
変更

継続

　施設については、「高松市公共施設再編整備実
施計画」に基づき、仏生山総合センター（※）に
移転後、コミュニティセンターが継続使用する。
　機能については、「高松市支所及び出張所設置
条例」に基づき、地域の行政活動拠点として必要
であるため、継続する。

☆ 22 一宮出張所 1999 24 40.77 2017 15 継続 継続

☆ 23 川岡出張所 2019 3 25.92 2017 15 継続 継続

☆ 24 円座出張所 1977 45 29.22 2017 15 継続 継続

☆ 25 檀紙出張所 1991 31 15.97 2017 15 継続 継続

☆ 26 弦打出張所 1998 24 39.51 2017 15 継続 継続

☆ 27 鬼無出張所 1979 44 20.00 2017 15 継続 継続

☆ 28 下笠居出張所 2009 13 30.69 2017 15 継続 継続

☆ 29 女木出張所 1980 43 15.96 2022 5 継続 継続

　施設については、当面、継続使用とするが、
「新コミュニティセンター整備計画」に基づき、
適切な時期に改築する。
　なお、施設整備の際は、他施設との複合化を検
討する。
　機能については、「高松市支所及び出張所設置
条例」に基づき、地域の行政活動拠点として必要
であるため、継続する。

☆ 30 男木出張所 1981 42 15.90 2022 5 廃止 継続

　施設については、売却等を含めた今後の在り方
を検討する。
　機能については、「新コミュニティセンター整
備計画」に基づき、新施設（※）へ移転する。

31 上西連絡事務所 1993 30 48.68 2016 15 継続 継続

32 塩江連絡事務所 1990 33 86.10 2016 15 継続 継続

33 大島青松園連絡事務所 1999 24 59.13 2016 15 継続 継続

☆ 34 高松市コミュニティ連合会 1956 67 189.00 2017 15 継続 継続
☆ 35 公文書館 1989 34 627.25 2016 15 継続 継続

築
年数

延床面積
(㎡)

施　　設　　名No
目標

使用年数

総合評価
説　　明

基準
年度

建築
年
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エ 施設の配置状況（庁舎等施設） 
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(2) 集会施設 

ア 概要 

集会施設は、地域住民によるまちづくり活動の場、生涯学習及び地域福

祉の推進に資するための諸活動の場及び集会、レクリエーション等の交

流の場の提供など、設置目的は多岐に渡るものの、それぞれが、地域活動

の重要拠点となっており、コミュニティセンター、文化センター、集会所、

高松市民防災センターなど（１１５施設 ４９，５８８㎡）を対象に再編

整備を行います。 

 

イ 再編に関連する主な個別計画等 

    新コミュニティセンター整備計画、文化センター・児童館改修計画など 

 

ウ 施設再編整備検討結果一覧表（☆：間借り） 

 

 

施設 機能

1 二番丁コミュニティセンター 1985 37 457.75 2017 15 継続 継続

2 四番丁コミュニティセンター 1986 36 455.34 2017 15 継続 継続

3 亀阜コミュニティセンター 1987 35 452.79 2017 15 継続 継続

4 日新コミュニティセンター 1983 39 502.20 2017 15 継続 継続

5 築地コミュニティセンター 1956 66 1,169.54 2017 15 継続 継続

6 栗林コミュニティセンター 1981 41.8 522.82 2022 5 継続 継続

7 花園コミュニティセンター 1981 42 503.00 2022 5 継続 継続

8 松島コミュニティセンター 1980 43 703.51 2022 5 継続 継続

9 新塩屋町コミュニティセンター 1982 41 456.20 2022 5 継続 継続

10 鶴尾コミュニティセンター 1978 43.8 556.63 2017 15 継続 継続

11 太田南コミュニティセンター 1983 39 434.85 2017 15 継続 継続

12 太田コミュニティセンター 2020 2 829.90 2022 10 継続 継続

　施設については、適切な維持管理を行い、継続
使用する。
　機能については、「高松市コミュニティセン
ター条例」に基づき、地域住民における地域活動
の重要拠点として必要であるため、継続する。

13 太田中央コミュニティセンター 1982 41 440.14 2022 5 継続 継続

　施設については、当面、継続使用とするが、
「新コミュニティセンター整備計画」に基づき、
適切な時期に改築する。
　なお、施設整備の際は、他施設との複合化を検
討する。
　機能については、「高松市コミュニティセン
ター条例」に基づき、地域住民における地域活動
の重要拠点として必要であるため、継続する。

14 木太コミュニティセンター 2019 3 836.26 2017 15 継続 継続

15 木太南コミュニティセンター 1986 36 443.12 2017 15 継続 継続

16 木太北部コミュニティセンター 1990 32 431.81 2017 15 継続 継続

17 古高松コミュニティセンター 2006 16 660.15 2017 15 継続 継続

18 古高松南コミュニティセンター 1984 38 442.99 2017 15 継続 継続

19 屋島コミュニティセンター 1975 48 448.92 2017 15 継続 継続

20 屋島東コミュニティセンター 1987 35 440.12 2017 15 継続 継続

21 屋島西コミュニティセンター 1985 37 445.58 2017 15 継続 継続

22 前田コミュニティセンター 1982 41 462.83 2022 5 継続 継続

　施設については、当面、継続使用とするが、
「新コミュニティセンター整備計画」に基づき、
適切な時期に改築する。
　なお、施設整備の際は、他施設との複合化を検
討する。
　機能については、「高松市コミュニティセン
ター条例」に基づき、地域住民における地域活動
の重要拠点として必要であるため、継続する。

23 川添コミュニティセンター 1998 24 672.30 2017 15 継続 継続

24 林コミュニティセンター 2015 7 723.00 2017 15 継続 継続

25 三谷コミュニティセンター 2011 11 686.79 2017 15 継続 継続

　施設については、当面、継続使用とするが、
「新コミュニティセンター整備計画」に基づき、
適切な時期に改築する。
　なお、施設整備の際は、他施設との複合化を検
討する。
　機能については、「高松市コミュニティセン
ター条例」に基づき、地域住民における地域活動
の重要拠点として必要であるため、継続する。

施　　設　　名
目標

使用年数
建築
年

築
年数

延床面積
(㎡)

基準
年度

総合評価
説　　明No
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施設 機能

26 多肥コミュニティセンター 1975 48 456.66 2022 5 継続 継続

　施設については、当面、継続使用とするが、
「新コミュニティセンター整備計画」に基づき、
適切な時期に改築する。
　なお、施設整備の際は、他施設との複合化を検
討する。
　機能については、「高松市コミュニティセン
ター条例」に基づき、地域住民における地域活動
の重要拠点として必要であるため、継続する。

27 仏生山コミュニティセンター 1996 27 660.41 2017 15 継続 継続

28 一宮コミュニティセンター 1999 24 650.36 2017 15 継続 継続

29 川岡コミュニティセンター 2019 3 677.01 2017 15 継続 継続

30 円座コミュニティセンター 1977 45 480.35 2017 15 継続 継続

31 檀紙コミュニティセンター 1991 30.9 471.70 2017 15 継続 継続

32 弦打コミュニティセンター 1998 24 682.37 2017 15 継続 継続

33 鬼無コミュニティセンター 1979 43.2 461.79 2017 15 継続 継続

34 香西コミュニティセンター 1997 25 721.64 2017 15 継続 継続

35 下笠居コミュニティセンター 2009 13 688.25 2017 15 継続 継続

36 川島コミュニティセンター 1990 32 704.76 2017 5 廃止 継続

　施設については、「高松市公共施設再編整備実
施計画」に基づき、東部南総合センター(仮称）
（※）に移転後、廃止する。
　機能については、「高松市コミュニティセン
ター条例」に基づき、地域住民における地域活動
の重要拠点として必要であるため、継続する。

37 十河コミュニティセンター 1980 43 441.99 2017 15 継続 継続

38 東植田コミュニティセンター 2017 6 507.59 2022 10 継続 継続

39 西植田コミュニティセンター 1976 46 445.69 2022 10 継続 継続

40 香南コミュニティセンター 2012 10 702.39 2017 15 継続 継続

41 東谷コミュニティセンター 1985 38 539.80 2017 15 継続 継続

42 大野コミュニティセンター 1983 40 610.00 2017 15 継続 継続

43 川東コミュニティセンター 1979 42.8 1,209.05 2017 15 継続 継続

44 浅野コミュニティセンター 1982 41 480.24 2022 5 継続 継続

　施設については、当面、継続使用とするが、
「新コミュニティセンター整備計画」に基づき、
適切な時期に改築する。
　なお、施設整備の際は、他施設との複合化を検
討する。
　機能については、「高松市コミュニティセン
ター条例」に基づき、地域住民における地域活動
の重要拠点として必要であるため、継続する。

45 国分寺南部コミュニティセンター 1974 48 744.11 2017 15 継続 継続

46 国分寺北部コミュニティセンター 1973 49 1,111.00 2017 15 継続 継続

47 牟礼コミュニティセンター 2012 10 737.32 2017 15 継続 継続

48 大町コミュニティセンター 1998 25 542.24 2017 15 継続 継続

49 庵治コミュニティセンター 1984 38 1,515.86 2017 15 継続 継続

50 塩江コミュニティセンター 1982 40 598.00 2017 15 継続 継続

51 女木コミュニティセンター 1980 43 405.04 2022 5 継続 継続

　施設については、当面、継続使用とするが、
「新コミュニティセンター整備計画」に基づき、
適切な時期に改築する。
　なお、施設整備の際は、他施設との複合化を検
討する。
　機能については、「高松市コミュニティセン
ター条例」に基づき、地域住民における地域活動
の重要拠点として必要であるため、継続する。

52 男木コミュニティセンター 1981 42 384.76 2022 5 廃止 継続

　施設については、売却等を含めた今後の在り方
を検討する。
　機能については、「新コミュニティセンター整
備計画」に基づき、新施設（※）へ移転する。

53 福岡会館 1992 30 573.33 2017 15 継続 継続

54 茜町会館 2003 20 234.63 2017 15 継続 継続

55 田村会館 1986 37 195.60 2017 15 継続 継続

56 田村文化センター 1981 41.5 795.73 2017 15 継続 継続

57 上天神文化センター 1984 39.6 619.15 2022 5 継続 継続

　施設については、「文化センター・児童館改修
計画」に基づき、適切な維持管理を行い、継続使
用する。
　機能については、「高松市隣保館等条例」に基
づき、隣保事業及び児童厚生に係る事業を行うた
め、継続する。

58 鶴尾中部公民館 1954 68 86.83 2017 15 継続 継続

59 旧太田コミュニティセンター 1979 43.3 460.14 2022 5 廃止 廃止

　施設については、劣化度等を踏まえ、廃止す
る。令和４年度以降、民間活用や売却を検討す
る。
　機能については、既に廃止している。

60 木太北部会館 1993 29 193.72 2017 15 継続 継続

　施設については、適切な維持管理を行い、継続
使用する。
　機能については、「高松市コミュニティセン
ター条例」に基づき、地域住民における地域活動
の重要拠点として必要であるため、継続する。

施　　設　　名
目標

使用年数
建築
年

築
年数

延床面積
(㎡)

基準
年度

総合評価
説　　明No
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施設 機能

61 中川文化センター 1983 39 399.41 2017 15 継続 継続

62 市民防災センター 2010 13 1,065.35 2017 15 継続 継続
63 中原文化センター 1984 38 397.75 2017 15 継続 継続

64 吉光文化センター 1979 44 268.75 2017 15 継続 継続
65 新居会館 2002 21 407.04 2017 15 継続 継続
66 国分寺文化センター 1980 42 408.17 2017 15 継続 継続
67 国分寺会館 1995 27 621.33 2017 15 継続 継続

68 福家会館 1997 26 353.47 2022 10 継続 継続

　施設については、当面、継続使用とするが、大
規模改修を要する場合は、廃止を検討する。
　機能については、「高松市地域交流会館条例」
に基づき、地域活動等のため交流の場を提供する
必要があるため、継続する。

69 牟礼南会館 1988 35 397.70 2017 15 継続 継続

70 男木交流館 2010 12 133.40 2017 15 継続 継続

☆ 71 男女共同参画センター 2016 6 949.46 2022 10 継続 継続

　施設については、適切な維持管理を行い、継続
使用する。
　機能については、「高松市男女共同参画セン
ター条例」に基づき、社会のあらゆる分野に男女
が共に参画し、その能力を十分に発揮できる男女
共同参画社会の形成を促進するため、継続する。

72 新開東公園管理事務所 1992 31 78.96 2017 15 継続 継続

73 新開西公園管理事務所 1991 31 65.88 2017 15 継続 継続

74 松島町集会場 1971 51.5 223.33 2017 15 継続 継続

75 田村団地（集会場） 1965 56.7 41.61 2017 15 継続 継続

76 南部集会場 1981 42 209.51 2022 5 廃止 廃止

　施設については、劣化度等を踏まえ、廃止す
る。
　機能については、地元による施設返還の意思も
踏まえて、廃止する。

77 今里集会場 1984 39 199.87 2022 10 継続 継続

　施設については、当面、継続使用とするが、今
後の施設の在り方については、地元譲渡等の検討
が必要である。
　機能については、継続する。

78 川島集会所 1958 65 147.59 2017 15 継続 継続

79 東植田町集会施設 1994 29 48.73 2022 10 継続 継続

　施設については、当面、継続使用とするが、大
規模改修を要する場合は、廃止を検討する。
　機能については、地域における文化活動やサー
クル活動、各種集会等の場所として継続する。

80 香南町池西農村環境改善センター 1989 34 636.43 2017 15 継続 継続

81 香南町由佐農村環境改善センター 1994 28 591.57 2017 15 継続 継続
82 香南町横井集会所 1982 40 134.79 2022 10 継続 継続
83 香南町岡集会所 1978 44 109.67 2022 10 継続 継続

84 香南町吉光研修センター 1983 40 129.26 2022 10 継続 継続

85 香南町原集会所 1981 42 111.70 2022 10 継続 継続

86 香南町西庄集会所 1981 42 124.00 2022 10 継続 継続

87 香川町丸山地区構造改善センター 1991 32 86.64 2022 10 継続 継続

88 香川町浅野地区集落研修センター 1986 36 157.04 2022 10 継続 継続

89 香川町グリーンセンター 1994 28 709.62 2017 15 継続 継続

90 香川町多目的研修集会施設 1989 34 494.80 2017 15 継続 継続

91 上部会館 1998 24 193.74 2022 10 継続 継続

92 川東下文化センター 1996 27 180.41 2022 10 継続 継続

93 川東上文化センター 1984 39 153.18 2022 10 継続 継続

94 川東西部文化センター 1986 37 151.95 2022 10 継続 継続

95 川内原東部文化センター 1978 44 124.74 2022 10 継続 継続

96 浅野１号文化センター 1987 36 165.52 2022 10 継続 継続

97 浅野２号文化センター 1980 43 105.00 2022 10 継続 継続

98 浅野４号文化センター 1984 39 151.20 2022 10 継続 継続

99 大野下文化センター 1984 38 151.20 2022 10 継続 継続

100 大野東部文化センター 1988 35 163.17 2022 10 継続 継続

101 大野南部文化センター 1985 38 152.20 2022 10 継続 継続

102 大野北部文化センター 1978 44 111.00 2022 10 継続 継続

103 日生ニュータウン文化センター 1981 41 196.36 2022 10 継続 継続

104 香川町高齢者活動促進センター 1997 25 203.10 2022 10 継続 継続

　施設については、当面、継続使用とするが、大
規模改修を要する場合は、廃止を検討する。
　機能については、「高松市高齢者活動促進セン
ター条例」に基づき、高齢者の社会的活動を促進
するための交流の場を提供する必要があるため、
継続する。

105 庵治やすらぎ会館 1994 29 337.41 2017 15 継続 継続

106 深間ふれあいセンター 1978 44 262.35 2022 10 継続 継続

　施設については、当面、継続使用とするが、大
規模改修を要する場合は、廃止を含め、検討す
る。
　機能については、「高松市地域ふれあいセン
ター条例」に基づき、市民に集会、レクリエー
ション等の交流の場を提供し、市民福祉の増進に
寄与するため、継続する。

　施設については、当面、継続使用とするが、大
規模改修を要する場合は、廃止を検討する。
　機能については、地域における文化活動やサー
クル活動、各種集会等の場所として継続する。

　施設については、当面、継続使用とするが、大
規模改修を要する場合は、廃止を検討する。
　機能については、「高松市農村研修集会施設条
例」に基づき、農業振興のための研修及び集会等
の場を提供する必要があるため、継続する。

施　　設　　名
目標

使用年数
建築
年

築
年数

延床面積
(㎡)

基準
年度

総合評価
説　　明No
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施設 機能

107 塩江町高齢者活動促進センター 1999 23 308.73 2022 10 継続 継続

　施設については、当面、継続使用とするが、大
規模改修を要する場合は、廃止を検討する。
　機能については、「高松市高齢者活動促進セン
ター条例」に基づき、高齢者の社会的活動を促進
するための交流の場を提供する必要があるため、
継続する。

108 知恵の輪会館 1993 30 119.35 2017 15 継続 継続

109 西山ふれあいセンター 1989 34 168.71 2022 10 継続 継続

110 一ツ内集会施設 1955 68 95.70 2022 10 継続 継続

111 関集会所 1995 27 230.37 2022 10 継続 継続

112 塩江町東地集会所 1908 115 96.00 2022 10 継続 継続

113 ふれあい古民館 1986 37 454.75 2022 5 継続 継続

　施設については、当面、継続使用とするが、劣
化度等を踏まえ、大規模改修を要する場合は、廃
止を検討する。
　機能については、当面、継続し、近辺の市有施
設へ集約化を検討するが、見込みがない場合は、
廃止を検討する。

114 生活改善センター 1977 46 197.00 2022 5 廃止 廃止
　施設については、劣化度等を踏まえ、廃止を検
討する。
　機能については、既に廃止している。

115 塩江町多目的研修集会施設 1981 42 443.80 2022 5 廃止 廃止
　施設については、劣化度等を踏まえ、廃止す
る。
　機能については、既に廃止している。

　施設については、当面、継続使用とするが、大
規模改修を要する場合は、廃止を検討する。
　機能については、地域における文化活動やサー
クル活動、各種集会等の場所として継続する。

施　　設　　名
目標

使用年数
建築
年

築
年数

延床面積
(㎡)

基準
年度

総合評価
説　　明No
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エ 施設の配置状況（集会施設） 
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(3) 文化施設 

ア 概要 

文化施設は、市民の知識、教養、文化の向上・発展に資することを目的

として設置された施設で、図書館、美術館、歴史資料館、菊池寛記念館、

ホールなど（２０施設 ６４，８１３㎡）を対象に再編整備を行います。 

 

イ 再編に関連する主な個別計画等 

高松市まちづくり戦略計画（文化芸術ホール改修事業）など 

 

  ウ 施設再編整備検討結果一覧表（☆：間借り） 

 

 

施設 機能

1 文化芸術ホール 2004 18 21,677.72 2022 10 継続 継続

　施設については、適切な維持管理を行い、継続
使用する。
　なお、令和４年度から令和５年度まで、市民
ギャラリーとコミュニケーションプラザを除いて
閉館した上で、改修工事を行うことが予定されて
いる。
　機能については、「高松市文化芸術ホール条
例」に基づき、文化芸術を振興し、市民文化の創
造と交流を図るため、継続する。

2 高松国分寺ホール 2013 9 1,744.42 2017 15 継続 継続

3 中央図書館 1992 30 12,233.31 2022 10 継続 継続

　施設については、複合施設であるサンクリスタ
ル高松の目的において、図書館の役割を果たして
いることから、大規模改修を民間資金の活用を含
め検討し、継続使用する。
　機能については、「高松市図書館条例」に基づ
き、市民の知識及び教養の向上と市民文化の発展
に寄与するため、継続する。

☆ 4 夢みらい図書館 2016 6 969.05 2022 10 継続 継続

　施設については、複合施設であるこども未来館
の目的において、図書館の役割を果たしているこ
とから、適切な維持管理を行い、継続使用する。
　機能については、「高松市図書館条例」に基づ
き、市民の知識及び教養の向上と市民文化の発展
に寄与するため、継続する。

5 香川図書館 1994 28 3,055.21 2017 15 継続 継続

6 国分寺図書館 1989 33 800.30 2017 15 継続 継続

7 牟礼図書館 1981 41 2,167.92 2017 15 継続 継続

8 美術館 1988 34 9,875.80 2017 15 継続 継続

9 塩江美術館 1994 28 890.62 2017 15 継続 継続

☆ 10 歴史資料館 1992 30 1,924.56 2022 10 継続 継続

　施設については、複合施設であるサンクリスタ
ル高松の目的において、資料館の役割を果たして
いることから、大規模改修を民間資金の活用を含
め検討し、継続使用する。
　機能については、「高松市歴史資料館条例」に
基づき、市民の知識及び教養の向上と市民文化の
発展に寄与するため、継続する。

☆ 11 菊池寛記念館 1992 30 687.12 2022 10 継続 継続

　施設については、複合施設であるサンクリスタ
ル高松の目的において、記念館の役割を果たして
いることから、大規模改修を民間資金の活用を含
め検討し、継続使用する。
　機能については、「高松市菊池寛記念館条例」
に基づき、市民の教養の向上と市民文化の発展に
寄与するため、継続する。

☆ 12 平和記念館 2016 6 481.18 2022 10 継続 継続

　施設については、適切な維持管理を行い、継続
使用する。
　機能については、「高松市平和記念館条例」に
基づき、平和啓発事業を行う必要があるため、継
続する。

13 香南歴史民俗郷土館 1998 24 1,144.30 2017 15 継続 継続

14 讃岐国分寺跡資料館 1993 28.5 800.34 2017 15 継続 継続
15 石の民俗資料館及び石匠の里公園 1994 28 1,752.98 2017 15 継続 継続
16 埋蔵文化財センター 1981 41 3,279.24 2017 15 継続 継続

17 片山池１号窯跡覆屋 1998 24 24.75 2017 15 継続 継続

18 讃岐国分寺跡史跡公園 1988 34 916.00 2017 15 継続 継続

施　　設　　名
目標

使用年数
建築
年

築
年数

延床面積
(㎡)

基準
年度

No
総合評価

説　　明
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施設 機能

19 文化財収蔵施設 1991 31 262.89 2022 10 継続 継続

　施設については、当面、継続使用とするが、収
納スペースにより移転等の検討を要する場合は、
他の文化財保存施設との集約化等も考慮しながら
廃止を検討する。
　機能については、廃棄ができない文化財を継続
して適切に保管・管理する必要があるため、継続
する。

20 石の民俗資料館（恕庵文庫） 1998 24 125.28 2022 10 継続 継続

　施設については、適切な維持管理を行い、継続
使用する。
　機能については、地域の歴史や文化等を保存・
継承する上で重要な収蔵施設であることから、継
続する。

施　　設　　名
目標

使用年数
建築
年

築
年数

延床面積
(㎡)

基準
年度

No
総合評価

説　　明
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エ 施設の配置状況（文化施設） 
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(4) スポーツ施設 

ア 概要 

スポーツ施設は、スポーツ及びレクリエーションの振興並びに文化教

養、健康増進を目的として設置されています。総合運動公園、複合体育施

設、単体体育施設など（３２施設 ７７，５７１㎡）を対象に再編整備を

行います。 

 

イ 再編に関連する主な個別計画等 

屋島陸上競技場再整備基本計画など 

 

ウ 施設再編整備検討結果一覧表（☆：間借り） 

 

施設 機能

1 東部運動公園 2011 11 2,105.25 2016 15 継続 継続
2 西部運動センター 1992 30.2 2,600.58 2016 15 継続 継続

3 亀水運動センター 1986 36 2,413.04 2022 10 継続 継続

　施設については、当面、継続使用とする。
　なお、庭球場部分について、大規模改修を要す
る場合は、本市全体での在り方を検討する。
　機能については、「高松市スポーツ施設条例」
に基づき、市民の心身の健全な発達に寄与するた
め、継続する。

4 りんくうスポーツ公園 2018 4 147.96 2022 10 継続 継続

　施設については、平成３０年度に新設した施設
であり、適切な維持管理を行い、継続使用する。
　機能については、「高松市スポーツ施設条例」
に基づき、市民の心身の健全な発達に寄与するた
め、継続する。

5 国分寺橘ノ丘総合運動公園 1987 35 4,961.75 2016 15 継続 継続

6 牟礼中央公園運動センター 1994 29 1,224.00 2016 15 継続 継続

7 総合体育館 1986 36 13,870.21 2016 15 継続 継続

8 屋島競技場 2017 6 18,365.95 2022 10 継続 継続

　施設については、平成２９年度に再整備が完了
した施設であり、適切な維持管理を行い、継続使
用する。
　機能については、「高松市スポーツ施設条例」
に基づき、市民の心身の健全な発達に寄与するた
め、継続する。

9 かわなべスポーツセンター 1990 32 4,929.90 2016 15 継続 継続

10 香川総合体育館 1988 34 7,464.47 2022 10 継続 継続

　施設については、適切な維持管理を行い、継続
使用する。
　機能については、「高松市スポーツ施設条例」
に基づき、市民の心身の健全な発達に寄与するた
め、継続する。

11 牟礼総合体育館 1991 31 3,709.00 2016 15 継続 継続

12 浦生屋内体育館 1982 40 202.32 2022 5 継続 継続

　施設については、当面、継続使用とするが、大
規模改修を要する場合は、今後の在り方を検討す
る。
　機能については、当面、継続する。

13 香南体育館 1980 43 1,333.85 2016 15 継続 継続

14 仏生山公園体育館 1992 30 1,496.16 2016 15 継続 継続

15 旧市民プール 1977 44.2 835.02 2022 5 廃止 継続

　施設については、市民プールの在り方検討の結
果に基づき、安全確保上又は運営上支障のある修
繕が必要となったことから、廃止する。
　機能については、他の市有プールに代替して継
続する。

16 福岡町プール 1998 25 3,469.86 2016 15 継続 継続

17 仏生山公園温水プール 1995 28 1,678.46 2016 15 継続 継続

18 旧牟礼町プール 1994 29 1,109.00 2022 5 廃止 継続

　施設については、大規模な修繕が必要であると
判断されていることから、廃止する。
　機能については、他の市有プールに代替して継
続する。

19 健康増進温浴施設（ループしおのえ） 2005 17 1,911.00 2016 15 継続 継続

20 ヨット競技場 2017 5 1,569.45 2022 10 継続 継続

　施設については、平成２９年度に再整備が完了
した施設であり、適切な維持管理を行い、継続使
用する。
　機能については、「高松市スポーツ施設条例」
に基づき、市民の心身の健全な発達に寄与するた
め、継続する。

総合評価
説　　明施　　設　　名

目標
使用年数

建築
年

築
年数

延床面積
(㎡)

No
基準
年度
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施設 機能

21 亀岡庭球場 1975 48.3 45.81 2022 10 継続 継続

22 朝日町庭球場 1986 36 42.21 2022 10 継続 継続

☆ 23 香南ふれあい館（スポーツ振興） 2000 23 63.00 2022 10 継続 継続

24 御山公園庭球場 1993 29 34.79 2022 10 継続 継続

25 庵治深間庭球場 1994 29 85.00 2022 10 継続 継続

26 塩江町庭球場 1980 42 83.00 2022 10 継続 継続

27 内場池運動センター 1985 37 59.52 2022 5 継続 継続

　施設については、当面、継続使用とする。
　機能については、「高松市スポーツ施設条例」
に基づき、市民の心身の健全な発達に寄与するた
め、継続する。

28 庵治ゲートボール場 1990 33 104.87 2022 5 継続 継続

　施設については、当面、継続使用とするが、民
間活用や売却、地元譲渡等を含めた在り方を検討
する。
　機能については、「高松市スポーツ施設条例」
に基づき、市民の心身の健全な発達に寄与するた
め、継続する。

29 南部運動場 1993 28.5 303.12 2016 15 継続 継続

30 仏生山運動場 1982 39.4 32.50 2022 5 廃止 継続

　施設については、利用率が低いことから、廃止
する。
　機能については、他施設に庭球場機能を集約す
る。

31 国分寺勤労青少年ホーム 1983 40 638.00 2022 10 継続 継続

　施設については、当面、継続使用とするが、大
規模改修を要する場合や今後の利用状況が少ない
場合は、廃止を検討する。
　機能については、「高松市スポーツ施設条例」
に基づき、市民の心身の健全な発達に寄与するた
め、継続する。

32 旧香川町川東体育館 1968 55 681.89 2016 5 廃止 廃止
　施設については、「高松市公共施設再編整備実
施計画」に基づき、廃止する。
　機能については、既に廃止している。

　施設については、当面、継続使用とする。
　なお、大規模改修を要する場合は、本市全体で
の庭球場の在り方を検討する。
　機能については、「高松市スポーツ施設条例」
に基づき、市民の心身の健全な発達に寄与するた
め、継続する。

総合評価
説　　明施　　設　　名

目標
使用年数

建築
年

築
年数

延床面積
(㎡)

No
基準
年度
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エ 施設の配置状況（スポーツ施設） 
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(5) 医療保健福祉施設 

ア 概要 

医療保健福祉施設は、医療体制の充実を図るとともに、各種相談や生活

指導・機能回復訓練などの事業を実施し、市民福祉の増進に寄与すること

を目的として設置されています。保健所、保健センター、地域包括支援 

センターなど（４１施設 ３０，８０６㎡）を対象に再編整備を行います。 

 

イ 再編に関連する主な個別計画等 

高松市地域包括支援センター・保健センター出先機関の統合整備方針など  

 

ウ 施設再編整備検討結果一覧表（☆：間借り） 

 
 

施設 機能

1 保健所 2001 22 3,900.91 2016 15 継続 継続

2 保健センター 1994 29 4,995.58 2016 15 継続 継続

☆ 3 勝賀保健ステーション 1999 23 39.60 2022 10 継続 継続

☆ 4 香川保健ステーション 1977 45 141.89 2022 10 継続 継続

☆ 5 国分寺保健ステーション 1989 34 109.38 2022 10 継続 継続

☆ 6 牟礼保健ステーション 2012 10 442.76 2016 15 継続 継続

☆ 7 旧古高松保健ステーション 1974 49 234.94 2016 5 廃止 継続

　施設については、劣化度等を踏まえ、廃止す
る。
　機能については、牟礼総合センター等に移転
し、継続している。

8 香南地域保健活動センター 2002 21 712.30 2022 5 継続 継続

9 香川地域保健活動センター 1998 24 2,883.62 2022 5 継続 継続

10 国分寺地域保健活動センター 1993 29 729.47 2022 5 継続 継続

11 庵治地域保健活動センター 1998 24 1,885.05 2022 5 継続 継続

12 塩江地域保健活動センター 1998 24 1,153.96 2022 5 廃止 廃止

　施設については、塩江分院の移転に伴い、廃止
する。
　機能については、施設の廃止に伴い、廃止す
る。

☆ 13 地域包括支援センター 1994 29 220.40 2016 15 継続 継続

☆ 14
地域包括支援センター
 サブセンター勝賀

1999 24 39.60 2022 10 継続 継続

☆ 15
地域包括支援センター
 サブセンター香川

1977 45 140.00 2022 10 継続 継続

☆ 16
地域包括支援センター
 サブセンター国分寺

1989 34 109.00 2022 10 継続 継続

☆ 17 地域包括支援センターサブセンター牟礼 2012 10 34.03 2016 15 継続 継続

18
地域包括支援センター
 サブセンター山田

2006 16 296.27 2022 5
用途
変更

継続

　施設については、令和５年４月開設予定の東部
南総合センター(仮称）（※）に移転予定のた
め、現施設機能を廃止し、跡施設について、今後
の利活用の在り方を検討する。
　機能については、超高齢社会の進展により、移
転後も引き続き、「高松市地域包括支援センター
設置要綱」に基づき、地域における高齢者に対す
る総合的マネジメントを行う介護予防拠点及び総
合的な相談窓口としての機能を担う必要があるた
め、継続する。

19 旧地域包括支援センター古高松 1974 48 231.77 2016 5 廃止 継続

　施設については、劣化度等を踏まえ、廃止す
る。
　機能については、牟礼総合センター等に移転
し、継続している。

20 旧高松市総合福祉会館 1982 41 5,110.77 2016 5 廃止 廃止
　施設については、「高松市公共施設再編整備実
施計画」に基づき、廃止する。
　機能については、既に廃止している。

目標
使用年数

建築
年

築
年数

延床面積
(㎡)

基準
年度

No 施　　設　　名
総合評価

説　　明

　施設については、「高松市地域包括支援セン
ター・保健センター出先機関の統合整備方針」に
基づき、保健ステーションは、総合センターの中
に設置することが決定しており、継続使用する。
　機能については、「高松市保健ステーション及
び地域保健活動センター規則」に基づき、市民の
健康の保持及び増進を図るため、継続する。

　施設については、「高松市地域包括支援セン
ター・保健センター出先機関の統合整備方針」に
基づき、地域包括支援センター（サブセンター）
は、総合センターの中に設置することが決定して
おり、継続使用する。
　機能については、超高齢社会の進展により、移
転後も引き続き、「高松市地域包括支援センター
設置要綱」に基づき、地域における高齢者に対す
る総合的マネジメントを行う介護予防拠点及び総
合的な相談窓口としての機能を担う必要があるた
め、継続する。

　施設については、適切な維持管理を行い、継続
使用する。
　機能については、「高松市保健ステーション及
び地域保健活動センター規則」に基づき、地域住
民の健康の保持、増進を図るため、継続する。今
後の施設と機能の在り方について検討する。
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施設 機能

21 ふれあい福祉センター勝賀 1999 24 2,328.86 2022 10 継続 継続

　施設については、当面、老人福祉センターとし
て適切な維持管理を行い、継続使用する。
　機能については、「高松市ふれあい福祉セン
ター条例」に基づき、高齢者福祉の増進及び高齢
者の生きがいづくりに寄与するため、継続する。

22 高齢者生きがい対策施設 1996 26 158.24 2022 10 継続 継続

23 シルバー人材センター 1993 30 208.02 2022 10 継続 継続

24 老人いこいの家（亀阜荘） 1975 48 40.05 2017 15 継続 継続
25 老人いこいの家（白梅荘） 1975 48 40.05 2017 15 継続 継続

26 老人いこいの家（花畑荘） 1978 45 44.71 2017 15 継続 継続

27 老人いこいの家（二番丁荘） 1978 45 44.71 2017 15 継続 継続

28 老人いこいの家（楠上荘） 1976 47 40.06 2017 15 継続 継続

29 老人いこいの家（西二番丁荘） 1979 44 44.71 2017 15 継続 継続

30 老人いこいの家（新北荘） 1980 43 44.71 2017 15 継続 継続

31 老人いこいの家（栗林藤塚荘） 1980 43 39.74 2017 15 継続 継続

32 老人いこいの家（披雲荘） 1977 46 40.06 2022 5 廃止 廃止
　施設については、老朽化等を踏まえ、廃止す
る。
　機能については、既に廃止している。

33 牟礼いこいの家 1985 38 115.37 2017 15 継続 継続

34 牟礼いこいの広場 1994 28 4.42 2017 15 継続 継続

35 香南ふれあい館（長寿福祉） 2000 23 187.64 2022 10 継続 継続

36 香南地域ふれあいセンター 2003 20 172.80 2022 10 継続 継続

37 香南デイサービスセンター 2002 21 357.29 2017 15 継続 継続

38 どんぐり山作業所 1987 36 171.50 2017 15 継続 継続

39 ほのぼのワークハウス 1959 64 399.76 2017 15 継続 継続

40
夜間急病診療所
（附属自走式駐車場）

2014 8 2,719.53 2022 10 継続 継続

　施設については、適切な維持管理を行い、継続
使用する。
　機能については、夜間急病診療所を含め隣接す
る高松市こども未来館の利用者も使用しているた
め、継続する。

41 国民健康保険女木診療所 1967 54.9 192.80 2022 10 継続 継続

　施設については、適切な維持管理を行い、継続
使用する。
　機能については、「高松市国民健康保険診療所
条例」に基づき、国民健康保険の被保険者に対
し、療養の給付を行うため、継続する。

　施設については、当面、継続使用とするが、大
規模改修を要する場合は、機能移転等の後、廃止
を検討する。
　機能については、「高年齢者等の雇用の安定等
に関する法律」に基づき、高年齢者の就業機会の
確保及び生きがいづくりの推進や社会参加を促
し、地域社会の発展に寄与するため、継続する。

　施設については、当面、適切な維持管理を行
い、継続使用するが、用途変更等を検討する。
　機能については、当面、継続する。

総合評価
説　　明施　　設　　名

目標
使用年数

建築
年

築
年数

延床面積
(㎡)

基準
年度

No
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エ 施設の配置状況（医療保健福祉施設） 
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(6) 保養観光施設 

ア 概要 

保養観光施設は、保養や憩い、レクリエーションの場等を提供し、市民

福祉の増進、産業、観光の振興を図るとともに、旅行者の利便の増進に資

することを目的として設置されています。道の駅、浴場施設、キャンプ場

など（１４施設 ９，０４４㎡）を対象に再編整備を行います。 

 

イ 再編に関連する主な個別計画等 

塩江道の駅エリア整備基本計画など 

 

ウ 施設再編整備検討結果一覧表 

 

 

 

 

 

 

施設 機能

1 庵治太鼓の鼻オートキャンプ場 2000 22 266.62 2022 5 継続 廃止

　施設については、当面、継続使用とするが、売
却等を含めた民間活用を進める。
　機能については、民間活用の進捗等を踏まえ、
公の施設としての機能は、廃止する。

2 竜王山キャンプ場 1999 24 63.18 2022 5 継続 継続
　施設については、当面、継続使用とするが、今
後、機能廃止や地元への譲渡について検討する。
　機能については、当面、継続する。

3 インフォメーションプラザ 2001 22 50.85 2016 15 継続 継続

4 香南楽湯 2002 20 2,942.91 2022 5 継続 継続

　施設については、当面、継続使用とするが、県
整備の空港連絡道路の整備の経過によっては、施
設の在り方等を検討する。
　機能については、市民に健康増進、保養及び憩
いの場を提供し、市民福祉の増進を図るため、継
続する。

5 道の駅源平の里むれ 2007 15 716.17 2016 15 継続 継続

6 純愛の聖地庵治・観光交流館 2005 17 583.13 2016 15 継続 継続

7 塩江町インフォメーションセンター 2005 17 19.01 2022 5 廃止 継続

8 塩江湯愛の郷センター道の駅 1997 25 187.94 2022 5 廃止 継続

9 塩江湯愛の郷センター浴場施設 2000 21.9 636.27 2022 5 廃止 継続

10 旧塩江湯愛の郷センター宿泊施設 1974 48 842.00 2016 5 廃止 廃止
　施設については、老朽化と利用率低下により廃
止する。
　機能については、既に廃止している。

11 塩江奥の湯公園 2003 19 262.87 2022 10 継続 継続

　施設については、当面、継続使用とするが、
「奥の湯エリア整備事業」に基づき、再整備を検
討する。
　機能については、「高松市塩江奥の湯公園条
例」に基づき、市民の健康増進と相互の交流の促
進に寄与するため、継続する。

12 旧奥の湯温泉 1975 47 1,689.45 2022 10 廃止 継続

　施設については、「奥の湯エリア整備事業」に
基づき、廃止する。
　機能については、同整備事業に基づき、温浴施
設の再整備を検討する。

13 鬼ヶ島おにの館 1997 25 612.32 2022 10 継続 継続

　施設については、適切な維持管理を行い、継続
使用する。
　機能については、「高松市鬼ヶ島おにの館条
例」に基づき、文化的観光の発展に資するため、
継続する。

14 男木島灯台資料館 1993 29.5 171.39 2016 15 継続 継続

施　　設　　名
目標

使用年数
建築
年

築
年数

延床面積
(㎡)

基準
年度

No

　施設については、「高松市塩江道の駅エリア整
備基本計画」に基づき、廃止する。
　機能については、新たな道の駅施設（※）へ移
転（集約）し、継続する。

総合評価
説　　明
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エ 施設の配置状況（保養観光施設） 
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(7) 産業振興施設 

  ア 概要 

産業振興施設は、食料品の生産及び流通の円滑化による市民生活の安 

定や、取引の適正化など地域の活性化等に寄与することを目的として設

置された施設です。高松市食肉センター、高松市中央卸売市場など（９施

設 １０２，８９９㎡）を対象に再編整備を行います。 

 

イ 再編に関連する主な個別計画等 

中央卸売市場再整備基本構想・基本計画など 

 

  ウ 施設再編整備検討結果一覧表（☆：間借り） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設 機能

1 高松競輪場 1982 41.9 29,927.37 2022 10 継続 継続

　施設については、民間活力導入の検討など、再
整備を実施し、継続使用する。
　機能については、「高松市自転車競走実施条
例」に基づき、機械工業振興及び体育事業など公
益事業の振興を図るとともに、本市の財政を健全
化し、公共施設の建設等に貢献する施設であるた
め、継続する。

2 中央卸売市場 1977 44.8 48,398.34 2022 10 継続 継続

　施設については、「高松市中央卸売市場再整備
基本構想・基本計画」に基づき、青果棟（※）は
除却、かつ移転整備を行う。
　水産物棟及び関連施設の施設整備及び運営につ
いては、民間手法の活用を視野に入れた検討を
行った上で、継続使用する。
　花き棟は継続使用する。
　機能については、「高松市中央卸売市場業務条
例」及び「高松市公設花き地方卸売市場業務条
例」に基づき、生鮮食料品・花き類等の流通に必
要な施設であることから、継続する。

3 食肉センター 1999 24 4,344.86 2022 10 継続 継続

　施設については、適切な維持管理を行い、継続
使用する。
　機能については、「高松市食肉センター条例」
に基づき、市民に安全・安心な食肉を供給するた
め、継続する。

4 香南産地形成促進施設　 香南アグリーム 2003 20.8 4,485.23 2017 15 継続 継続
5 香南産地形成促進施設　 香南朝市 2003 20 40.50 2017 15 継続 継続
6 国分寺町盆栽集出荷場 1987 35 712.79 2017 15 継続 継続

7 安原特産品加工施設 2001 22 14.58 2022 10 継続 継続

　施設については、適切な維持管理を行い、継続
使用する。
　機能については、女性・高齢者対策事業で塩江
町の特産品である大豆の加工施設として利用され
ており、継続する。

☆ 8 創造支援センター 1955 67 126.00 2017 15 継続 継続

9 旧高松テルサ 1993 29 14,849.71 2022 10
用途
変更

継続

　施設については、用途を変更し、継続使用す
る。
　機能については、民間団体との契約に基づき、
継続する。

No
目標

使用年数
説　　明

基準
年度

総合評価
施　　設　　名

延床面積
(㎡)

築
年数

建築
年
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エ 施設の配置状況（産業振興施設） 
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(8) 市営住宅施設 

ア 概要 

市営住宅施設は、健康で文化的な生活を営むために必要な、住宅に困窮 

する低所得者に対して、低廉な家賃で賃貸することにより、市民生活の安

定と社会福祉の増進に寄与することを目的として設置されています。市

営住宅（５０施設 ２４２，４２４㎡）を対象に再編整備を行います。 

 

イ 再編に関連する主な個別計画等 

第２期高松市市営住宅長寿命化計画など 

 

  ウ 施設再編整備検討結果一覧表 

 

 

 

施設 機能

1 石清尾団地 1990 32.9 5,245.36 2017 15 継続 継続
2 中野町団地 1998 25 2,659.54 2017 15 継続 継続
3 西宝町（Ａ）団地 1980 43 3,313.08 2022 10 継続 継続

4 西宝町（Ｂ）団地 1978 44.3 3,553.74 2022 10 継続 継続

5 西宝町（Ｃ）団地 1981 41 2,722.76 2022 10 継続 継続

6 旭ケ丘団地 1995 28 3,426.80 2022 10 継続 継続

7 宮脇町団地 1974 47.5 3,188.46 2022 10 継続 継続

8 花園町団地 1952 70.4 5,105.24 2022 10 継続 継続

9 朝日町団地 1967 54.9 4,559.27 2022 10 継続 継続

10 上之町第Ⅰ住宅 2017 6 3,202.14 2022 10 継続 継続

11 上之町（Ｃ）団地 1955 66.9 1,966.30 2022 5 廃止 廃止

　施設については、劣化度等を踏まえ、「第２期
高松市市営住宅長寿命化計画」に基づき、廃止す
る。
　機能については、既に廃止している。

12 松島町団地（応急簡易住宅） 1961 62 57.78 2022 10 廃止 廃止

　施設については、劣化度等を踏まえ、「第２期
高松市市営住宅長寿命化計画」に基づき、廃止す
る。
　機能については、現在の入居者を別団地等に転
居を促し、廃止する。

13 すみれ団地 1975 47 43,211.25 2022 10 継続 継続

14 あかつき団地 1976 46 22,921.06 2022 10 継続 継続

15 西浦団地 1987 35.8 2,405.69 2022 10 継続 継続

16 上天神町団地 1973 49 9,142.42 2022 10 継続 継続

17 上天神南団地 1988 35 1,918.96 2022 10 継続 継続

18 太田上町団地 1994 28.5 3,798.41 2017 15 継続 継続

19 木太町（Ａ）団地 1995 26.7 4,486.48 2017 15 継続 継続
20 木太町（Ｂ）団地 1997 26 2,638.23 2017 15 継続 継続

21 木太町（本村）団地 1962 61.1 3,115.04 2022 10 継続 継続

　施設については、「第２期高松市市営住宅長寿
命化計画」に基づき、適切な維持管理を行い、継
続使用する。
　機能については、同計画に基づき、社会情勢等
を踏まえながら、継続する。

22 高松町団地 1992 30 5,473.96 2017 15 継続 継続

23 屋島西町新浜団地 1989 33 7,369.14 2022 10 継続 継続

　施設については、「第２期高松市市営住宅長寿
命化計画」に基づき、適切な維持管理を行い、継
続使用する。
　機能については、同計画に基づき、社会情勢等
を踏まえながら、継続する。

24 高田団地 1969 53 3,774.06 2022 10 継続 継続

25 高田北団地 1967 55.6 899.60 2022 10 継続 継続

26 昭和団地 1974 47.9 3,192.91 2022 10 継続 継続

27 前田団地 1985 38 930.81 2022 10 継続 継続

施　　設　　名
延床面積

(㎡)
築

年数
建築
年

　施設については、「第２期高松市市営住宅長寿
命化計画」に基づき、適切な維持管理を行い、継
続使用する。
　機能については、同計画に基づき、社会情勢等
を踏まえながら、継続する。

No

　施設については、「第２期高松市市営住宅長寿
命化計画」に基づき、適切な維持管理を行い、継
続使用する。
　機能については、同計画に基づき、社会情勢等
を踏まえながら、継続する。

目標
使用年数

説　　明
総合評価基準

年度

　施設については、「第２期高松市市営住宅長寿
命化計画」に基づき、入居者のいない住棟は廃止
する。
　機能については、現在入居者がいるため、当
面、継続する。

　施設については、「第２期高松市市営住宅長寿
命化計画」に基づき、適切な維持管理を行い、継
続使用する。
　機能については、同計画に基づき、社会情勢等
を踏まえながら、継続する。
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施設 機能

28 水田団地 1971 51 21,348.11 2022 10 継続 継続

　施設については、「第２期高松市市営住宅長寿
命化計画」に基づき、適切な維持管理を行い、継
続使用する。
　機能については、現在入居者がいるため、当
面、継続する。

29 仏生山町団地 1954 68.6 173.55 2022 10 廃止 廃止

　施設については、劣化度等を踏まえ、「第２期
高松市市営住宅長寿命化計画」に基づき、廃止す
る。
　機能については、現在の入居者を別団地等に転
居を促し、廃止する。

30 鹿角団地 1988 35 1,778.68 2022 10 継続 継続

　施設については、「第２期高松市市営住宅長寿
命化計画」に基づき、適切な維持管理を行い、継
続使用する。
　機能については、同計画に基づき、社会情勢等
を踏まえながら、継続する。

31 寺井町団地 1973 49 23,259.99 2022 10 継続 継続

32 檀紙町団地 1968 55.2 6,243.90 2022 10 継続 継続

33 飯田町団地 1966 56 10,353.11 2022 10 継続 継続

34 香西本町団地 1998 24.9 2,810.19 2017 15 継続 継続

35 川東団地 2001 21 2,695.78 2017 15 継続 継続

36 川島南団地 1975 47 2,186.54 2022 10 継続 継続

37 川島東団地 1984 38 915.30 2022 10 継続 継続

38 香南町北部団地（更新） 2021 1 3,116.35 2017 15 継続 継続

39 香南町北部団地（改良） 1975 47 715.30 2017 15 継続 継続

40 香南町北部団地（公営） 1986 35.8 798.70 2017 15 継続 継続

41 さくら団地 2009 13 905.64 2017 15 継続 継続

42 下向田団地 2008 15 2,485.32 2017 15 継続 継続

43 東山団地 2005 17 769.12 2017 15 継続 継続

44 東山第２団地 2010 12 912.77 2017 15 継続 継続

45 東山第３団地 2011 11 882.41 2017 15 継続 継続

46 北山団地 1997 25 342.64 2017 15 継続 継続

47 中村団地 1999 23 3,909.98 2017 15 継続 継続

48 河北団地 2004 19 363.46 2022 10 継続 継続

49 北井団地 2005 18 452.13 2022 10 継続 継続

50 本町団地 1991 32 726.56 2022 10 継続 継続

施　　設　　名
延床面積

(㎡)
築

年数
建築
年

No

　施設については、「第２期高松市市営住宅長寿
命化計画」に基づき、入居者のいない住棟は廃止
する。
　機能については、現在入居者がいるため、当
面、継続する。

　施設については、「第２期高松市市営住宅長寿
命化計画」に基づき、適切な維持管理を行い、継
続使用する。
　機能については、同計画に基づき、社会情勢等
を踏まえながら、継続する。

　施設については、「第２期高松市市営住宅長寿
命化計画」に基づき、適切な維持管理を行い、継
続使用する。
　機能については、同計画に基づき、社会情勢等
を踏まえながら、継続する。

目標
使用年数

説　　明
総合評価基準

年度



 

32 

エ 施設の配置状況（市営住宅施設） 
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(9) 消防施設 

ア 概要 

消防庁舎は、市民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、

水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれからの災害による被害を軽

減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを目的として

設置しています。また、消防団屯所は、地域に密着し、火災はもとより、

台風や豪雨などの風水害さらには、大規模地震まで様々な災害に対応す

るなど、地域防災力の中核をなすことを目的として設置しています。消防

庁舎、消防団屯所など（１１１施設 ２５，４３８㎡）を対象に再編整備

を行います。 

 

イ 再編に関連する主な個別計画等 

消防署所等適正配置計画、消防屯所整備計画など 

 

  ウ 施設再編整備検討結果一覧表 

 

施設 機能

1 東消防署 2015 7 2,253.31 2017 15 継続 継続

2 旧東消防署 1979 44 907.41 2017 5 廃止 廃止

　施設については、用途を変更し、当面、継続使
用とするが、大規模改修を要する場合は、廃止を
検討する。
　機能については、既に廃止している。

3 西消防署 1981 41 1,405.58 2017 15 継続 継続
4 南消防署 2010 13 3,545.56 2017 15 継続 継続

5 北消防署 1974 47.9 5,215.68 2022 10 継続 継続

　施設については、当面、継続使用とするが、大
規模改修を要するため、移転又は建て替えを検討
する。
　機能については、市民の生命や財産を災害から
守る拠点として必要であるため、継続する。

6 東消防署牟礼分署 1978 44 544.55 2017 15 継続 継続
7 東消防署山田出張所 2021 2 336.48 2017 15 継続 継続
8 西消防署国分寺出張所 2005 17 739.50 2017 15 継続 継続
9 南消防署香川分署 1978 45 544.55 2017 15 継続 継続
10 南消防署円座出張所 1983 40 297.94 2017 15 継続 継続
11 南消防署塩江出張所 2005 18 165.75 2017 15 継続 継続

12 北消防署朝日分署 2017 6 1,732.86 2022 10 継続 継続

　施設については、適切な維持管理を行い、継続
使用する。
　機能については、市民の生命や財産を災害から
守る拠点として必要であるため、継続する。

13 旧北消防署朝日分署 1981 42 682.62 2022 10 継続 継続

　施設については、適切な維持管理を行い、継続
使用する。
　機能については、島しょ部の災害拠点として必
要であるため、継続する。

14 東ハゼ救急ステーション 2012 10 337.35 2017 15 継続 継続

15 東部分団消防屯所 2017 5 64.32 2022 10 継続 継続

　施設については、適切な維持管理を行い、継続
使用する。
　機能については、市民の生命や財産を災害から
守る拠点として必要であるため、継続する。

16 西部分団第１部消防屯所 2001 22 136.08 2017 15 継続 継続
17 西部分団第２部消防屯所 2011 12 79.15 2017 15 継続 継続
18 南部分団消防屯所 1986 37 44.34 2017 15 継続 継続

19 北部分団消防屯所 1960 62 117.02 2022 5 継続 継続

　施設については、当面、継続使用とするが、劣
化度等を考慮し、今後の在り方を検討する。
　機能については、市民の生命や財産を災害から
守る拠点として必要であるため、継続する。

20 旧北部分団千代橋消防屯所（倉庫） 1983 40 27.00 2022 10
用途
変更

廃止

　施設については、用途を変更し、当面、継続使
用とするが、大規模改修を要する場合は、廃止を
検討する。
　機能については、既に廃止している。

21 鶴尾分団第１部消防屯所 1992 31 62.45 2017 15 継続 継続

22 鶴尾分団第２部消防屯所 1982 40 41.69 2017 15 継続 継続
23 鶴尾分団第３部消防屯所 1979 43 57.44 2017 15 継続 継続
24 太田分団第１部消防屯所 1982 41 41.61 2017 15 継続 継続
25 太田分団第２部消防屯所 2003 20 71.31 2017 15 継続 継続

施　　設　　名
延床面積

(㎡)
築

年数
建築
年

目標
使用年数

説　　明
総合評価基準

年度
No
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施設 機能

26 木太分団第１部消防屯所 2018 4 85.50 2022 10 継続 継続

　施設については、適切な維持管理を行い、継続
使用する。
　機能については、市民の生命や財産を災害から
守る拠点として必要であるため、継続する。

27 木太分団第２部消防屯所 1980 43 56.28 2017 15 継続 継続
28 木太分団第３部消防屯所 2011 12 67.50 2017 15 継続 継続
29 古高松分団第１部消防屯所 2008 14 82.24 2017 15 継続 継続
30 古高松分団第２部消防屯所 1985 37 61.12 2017 15 継続 継続
31 古高松分団第３部消防屯所 1975 47 129.80 2017 15 継続 継続

32 旧屋島分団第１部消防屯所 1982 40 43.20 2022 10
用途
変更

廃止

　施設については、用途を変更し、当面、継続使
用とするが、大規模改修を要する場合は、廃止を
検討する。
　機能については、既に廃止している。

33 屋島分団第２部消防屯所 1980 43 8.43 2017 15 継続 継続
34 屋島分団第３部消防屯所 1978 44 45.22 2017 15 継続 継続
35 屋島分団第４部消防屯所 1995 28 60.68 2017 15 継続 継続
36 屋島分団第５部消防屯所 1990 33 60.68 2017 15 継続 継続

37 前田分団第１部消防屯所 1980 42 41.61 2022 10 継続 継続

　施設については、当面、継続使用とするが、劣
化度等を考慮し、機能移転後に廃止を検討する。
　機能については、市民の生命や財産を災害から
守る拠点として必要であるため、継続する。

38 前田分団第２部消防屯所 2009 13 82.24 2017 15 継続 継続
39 川添分団第１部消防屯所 1987 36 54.23 2017 15 継続 継続
40 林分団第１部消防屯所 2010 13 80.36 2017 15 継続 継続
41 林分団第２部消防屯所 1986 37 41.83 2017 15 継続 継続
42 三谷分団第１部消防屯所 2011 11 72.85 2017 15 継続 継続
43 三谷分団第２部消防屯所 1985 38 41.84 2017 15 継続 継続
44 三谷分団第３部消防屯所 2005 18 61.31 2017 15 継続 継続
45 多肥分団第１部消防屯所 1984 38 58.63 2017 15 継続 継続
46 多肥分団第２部消防屯所 2004 19 65.81 2017 15 継続 継続
47 仏生山分団第１部消防屯所 1987 36 52.12 2017 15 継続 継続
48 仏生山分団第２部消防屯所 2005 18 61.31 2017 15 継続 継続
49 一宮分団第１部消防屯所 2001 22 67.37 2017 15 継続 継続
50 一宮分団第２部消防屯所 2007 15 66.56 2017 15 継続 継続
51 一宮分団第３部消防屯所 1977 45 48.86 2017 15 継続 継続

52 旧川岡分団消防屯所 1988 35 60.99 2022 10
用途
変更

廃止
　施設については、移転整備に伴い、用途変更す
る。
　機能については、既に廃止している。

53 円座分団消防屯所 1994 29 68.75 2017 15 継続 継続
54 檀紙分団消防屯所 1992 31 64.65 2017 15 継続 継続
55 弦打分団消防屯所 1990 32 64.73 2017 15 継続 継続
56 鬼無分団消防屯所 1978 44 72.10 2017 15 継続 継続

57 旧香西分団消防屯所 1981 41 44.79 2022 10
用途
変更

廃止

　施設については、用途を変更し、当面、継続使
用とするが、大規模改修を要する場合は、廃止を
検討する。
　機能については、既に廃止している。

58 下笠居分団第１部消防屯所 1985 37 131.44 2017 15 継続 継続
59 下笠居分団第２部消防屯所 2020 3 41.61 2017 15 継続 継続
60 十河分団消防屯所 2010 13 70.40 2017 15 継続 継続
61 川島分団消防屯所 1989 34 61.02 2017 15 継続 継続
62 東植田分団消防屯所 1994 29 60.11 2017 15 継続 継続
63 東植田分団菅沢消防屯所 2000 23 87.60 2017 15 継続 継続
64 東植田分団城消防屯所 2005 17 56.39 2017 15 継続 継続
65 西植田分団消防屯所 2000 23 66.55 2017 15 継続 継続
66 西植田分団神内消防屯所 1986 37 44.57 2017 15 継続 継続

67 消防山田倉庫 1981 41 37.78 2022 10
用途
変更

廃止

　施設については、用途を変更し、当面、継続使
用とするが、大規模改修を要する場合は、廃止を
検討する。
　機能については、既に廃止している。

68 香南町消防団第１分団屯所 1981 42 134.80 2017 15 継続 継続
69 香南町消防団第２分団屯所 1981 41 134.80 2017 15 継続 継続
70 香川分団第１部雪元消防屯所 1983 40 38.50 2017 15 継続 継続
71 香川分団第１部臼井消防屯所 1985 38 35.00 2017 15 継続 継続
72 香川分団第２部船岡消防屯所 1987 36 36.13 2017 15 継続 継続
73 香川分団第２部上浅野消防屯所 1982 41 36.85 2017 15 継続 継続
74 香川分団第２部道端消防屯所 1983 39 81.10 2017 15 継続 継続
75 香川分団第２部実相寺消防屯所 2005 17 68.07 2017 15 継続 継続
76 香川分団第３部川東下消防屯所 1996 27 61.50 2017 15 継続 継続

77 香川分団第３部川東消防屯所 2020 2 128.02 2022 10 継続 継続

　施設については、適切な維持管理を行い、継続
使用する。
　機能については、市民の生命や財産を災害から
守る拠点として必要であるため、継続する。

78 旧香川分団第３部川内原消防屯所 1978 44 23.10 2022 10
用途
変更

廃止

　施設については、用途を変更し、当面、継続使
用とするが、消防屯所の移転整備に伴い、廃止を
検討する。
　機能については、既に廃止している。

79 旧香川分団第３部川東上消防屯所 1979 43 455.48 2017 5 廃止 廃止
　施設については、「高松市公共施設再編整備実
施計画」に基づき、廃止する。
　機能については、既に廃止している。

No 施　　設　　名
延床面積

(㎡)
築

年数
建築
年

目標
使用年数

説　　明
総合評価基準

年度
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施設 機能

80 香川分団第４部東谷消防屯所 1983 39 81.10 2017 15 継続 継続
81 香川分団第４部安原消防屯所 1989 34 67.22 2017 15 継続 継続
82 国分寺分団第１部消防屯所 1978 44 85.38 2017 15 継続 継続
83 国分寺分団第２部消防屯所 1982 41 86.00 2017 15 継続 継続
84 国分寺分団第３部消防屯所 1974 48 86.64 2017 15 継続 継続
85 国分寺分団第４部消防屯所 1986 36 81.16 2017 15 継続 継続
86 牟礼分団第１部消防屯所 1985 37 112.24 2017 15 継続 継続
87 牟礼分団第２部消防屯所 1978 44 79.30 2017 15 継続 継続
88 牟礼分団第３部消防屯所 1984 38 110.88 2017 15 継続 継続
89 牟礼分団第４部消防屯所 1982 40 102.10 2017 15 継続 継続
90 庵治町消防コミュニティセンター 1996 27 85.41 2017 15 継続 継続

91 庵治分団第１部才田消防屯所 1993 30 44.00 2017 15 継続 継続
92 庵治分団第１部浜消防屯所 1995 28 64.90 2017 15 継続 継続
93 庵治分団第２部王の下消防屯所 1978 44 46.08 2017 15 継続 継続
94 庵治分団第２部鎌野消防屯所 2012 11 71.00 2017 15 継続 継続
95 庵治分団第２部竹居消防屯所 1984 39 24.94 2017 15 継続 継続
96 庵治分団第３部北村消防屯所 1987 36 44.20 2017 15 継続 継続
97 庵治分団第３部松尾消防屯所 1990 33 132.82 2017 15 継続 継続
98 庵治分団第３部宮東消防屯所 1982 40 31.66 2017 15 継続 継続
99 庵治分団第４部高尻消防屯所 1983 39 34.65 2017 15 継続 継続

100 庵治分団第４部湯谷消防屯所 1978 44 46.08 2022 10 継続 継続

101 庵治分団第４部深間消防屯所 1977 46 56.00 2022 10 継続 継続

102 塩江分団第１部消防屯所 2004 19 133.04 2022 10 継続 継続

　施設については、適切な維持管理を行い、継続
使用する。
　機能については、市民の生命や財産を災害から
守る拠点として必要であるため、継続する。

103 塩江分団第１部長野消防屯所 2005 17 10.64 2017 15 継続 継続

104 塩江分団第２部消防屯所 1990 33 176.10 2017 15 継続 継続

105 塩江分団第３部消防屯所 1993 30 27.81 2017 15 継続 継続

106 女木分団東浦消防屯所 1995 28 60.13 2017 15 継続 継続
107 女木分団東浦消防屯所車庫 2014 8 16.56 2017 15 継続 継続
108 女木分団西浦消防屯所 2009 13 40.00 2017 15 継続 継続

109 旧女木分団西浦消防屯所（倉庫） 1986 36 17.82 2022 10
用途
変更

廃止

　施設については、用途を変更し、当面、継続使
用とするが、大規模改修を要する場合は、廃止を
検討する。
　機能については、既に廃止している。

110 男木分団港消防屯所 1984 38 56.26 2017 15 継続 継続
111 男木分団山上消防屯所 1974 49 10.00 2017 15 継続 継続

施　　設　　名
延床面積

(㎡)
築

年数
建築
年

目標
使用年数

説　　明
総合評価基準

年度
No

　施設については、当面、継続使用とするが、劣
化度等を考慮し、機能移転後に廃止を検討する。
　機能については、市民の生命や財産を災害から
守る拠点として必要であるため、継続する。
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エ 施設の配置状況（消防施設） 
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(10) 児童・福祉施設 

ア 概要 

児童・福祉施設は、仕事と子育ての両立支援など子供を生み育てやすい

環境づくりに向けて、重要な役割を担う施設であり、保育所、こども園、

児童館、放課後児童クラブなど（９８施設 ５３，５７３㎡）を対象に再

編整備を行います。 

 

イ 再編に関連する主な個別計画等 

文化センター・児童館改修計画、幼保連携型認定こども園整備基本計画

など 

 

  ウ 施設再編整備検討結果一覧表（☆：間借り） 

 

 

施設 機能

1 松島保育所 1988 34 688.76 2017 15 継続 継続
2 福岡保育所 1990 32 577.49 2017 15 継続 継続
3 桜町保育所 1974 49 1,139.40 2017 15 継続 継続
4 扇町保育所 1973 49.6 1,141.65 2017 15 継続 継続
5 瀬戸内保育所 1987 36 898.93 2017 15 継続 継続
6 宮脇保育所 1979 43.8 618.75 2017 15 継続 継続
7 鶴尾保育所 1989 34 379.78 2017 15 継続 継続
8 太田保育所 1986 37 685.42 2017 15 継続 継続
9 木太保育所 1982 40.9 715.81 2017 15 継続 継続
10 古高松保育所 1978 43.8 1,170.93 2017 15 継続 継続
11 三谷保育所 1979 43.9 571.53 2017 15 継続 継続
12 多肥保育所 1982 40 629.50 2017 15 継続 継続
13 田村保育所 1983 38.6 934.99 2017 15 継続 継続
14 弦打保育所 1981 41 714.97 2017 10 継続 継続
15 鬼無保育所 1981 42.4 802.20 2017 15 継続 継続
16 香西保育所 1980 43 1,108.68 2017 10 継続 継続
17 下笠居東部保育所 1986 36.7 351.04 2017 15 継続 継続

18 旧下笠居西部保育所 1985 37.8 334.44 2022 5 廃止 廃止
　施設については、令和４年度に除却予定であ
る。
　機能については、既に廃止している。

19 東植田保育所 1985 38 389.04 2017 15 継続 継続
20 西植田保育所 1987 36 573.84 2017 15 継続 継続
21 川東南保育所 1978 45 579.02 2017 15 継続 継続

22 大野保育所 2016 6 2,060.71 2022 10 継続 継続

　施設については、適切な維持管理を行い、継続
使用する。
　機能については、「高松市立幼保連携型認定こ
ども園整備基本計画」に基づき、子育て支援の活
動に必要であるため、継続する。

23 国分寺南部保育所 1981 41 808.86 2017 15 継続 継続
24 国分寺北部保育所 1983 40 817.75 2017 15 継続 継続
25 牟礼保育所 1999 24 857.70 2017 15 継続 継続

26 高松市立田井保育所 1995 27 738.35 2022 5 継続 継続

　施設については、「高松市立幼保連携型認定こ
ども園整備基本計画」に基づき、令和７年度に幼
保連携型認定こども園へ移行予定である。
　機能については、同計画に基づき、令和７年度
に幼保連携型認定こども園へ機能を移転する。

27 旧庵治保育所 1994 29 482.08 2022 5 廃止 廃止

28 旧塩江保育所 1975 47 541.00 2022 5 廃止 廃止

29 旧上西保育所 1991 31 407.78 2022 5
用途
変更

廃止

　施設については、既に機能廃止しているため、
劣化度等を踏まえ、廃止とし、今後の在り方を検
討する。
　機能については、既に廃止している。

30 旧男木保育所 1970 52 129.03 2022 5 廃止 廃止
　施設については、劣化度等を踏まえ、廃止す
る。令和４年度以降、除却を検討する。
　機能については、既に廃止している。

31 ししまる館 1996 26 1,210.09 2017 15 継続 継続

32 吉光児童館 1987 35 189.12 2022 10 継続 継続

　施設については、「文化センター・児童館改修
計画」に基づき、適切な維持管理を行い、継続使
用する。
　機能については、「高松市児童厚生施設条例」
に基づき、児童厚生施設に係る事業を行うため、
継続する。

施　　設　　名
延床面積

(㎡)
築

年数
建築
年

目標
使用年数

説　　明
基準
年度

　施設については、劣化度等を踏まえ、廃止す
る。令和４年度以降、除却を検討する。
　機能については、既に廃止している。

No
総合評価
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施設 機能

33 川東児童館 1979 43 195.70 2022 5 廃止 廃止

　施設については、劣化度等を踏まえ、令和４年
３月３１日で廃止しており、令和４年度に除却予
定である。
　機能については、同日で廃止している。

34 浅野児童館 1982 40 214.80 2017 15 継続 継続
35 国分児童館 1981 41 480.65 2017 15 継続 継続
36 新名・柏原児童館 1986 36 299.12 2017 15 継続 継続
37 福家児童館 1984 39 291.41 2017 15 継続 継続
38 新居東児童館 1989 34 298.41 2017 15 継続 継続

39 新居児童館 1984 39 217.02 2022 5 廃止 継続

　施設については、「文化センター・児童館改修
計画」に基づき、機能移転後の令和４年度中に除
却する。
　機能については、同計画に基づき、令和４年度
に高松市国分寺文化センターへ機能を移転する。

☆ 40 高松第一放課後児童クラブ 2009 14 166.40 2018 15 継続 継続
41 亀阜放課後児童クラブ 2012 11 131.00 2018 15 継続 継続

☆ 42 新番丁放課後児童クラブ 2009 13 136.80 2018 15 継続 継続
☆ 43 花園放課後児童クラブ 1967 56 126.00 2018 15 継続 継続

44 栗林放課後児童クラブ 2019 4 389.94 2022 10 継続 継続

　施設については、適切な維持管理を行い、継続
使用する。
　機能については、「第２期高松市子ども・子育
て支援推進計画」に基づき、子育てと仕事の両立
支援を行う必要があるため、継続する。

☆ 45 鶴尾放課後児童クラブ 1964 59 63.00 2018 15 継続 継続
46 中央放課後児童クラブ 2012 11 158.20 2018 15 継続 継続
47 太田南放課後児童クラブ 2005 17 341.64 2018 15 継続 継続

48 太田放課後児童クラブ 2017 5 204.68 2022 10 継続 継続

　施設については、適切な維持管理を行い、継続
使用する。
　機能については、「第２期高松市子ども・子育
て支援推進計画」に基づき、子育てと仕事の両立
支援を行う必要があるため、継続する。

☆ 49 木太放課後児童クラブ 1972 51 135.60 2018 15 継続 継続
50 木太南放課後児童クラブ 2012 10 184.42 2018 15 継続 継続
51 木太北部放課後児童クラブ 2007 15 119.08 2018 15 継続 継続
52 古高松放課後児童クラブ 2011 11 119.08 2018 15 継続 継続
53 古高松南放課後児童クラブ 2009 14 143.65 2018 15 継続 継続

☆ 54 屋島放課後児童クラブ 1973 48.5 126.00 2018 15 継続 継続
55 屋島東放課後児童クラブ 2005 17 77.76 2018 15 継続 継続
56 屋島西放課後児童クラブ 2013 10 158.23 2018 15 継続 継続

☆ 57 前田放課後児童クラブ 1973 50 63.00 2018 15 継続 継続
☆ 58 川添放課後児童クラブ 1978 43.6 150.68 2018 15 継続 継続

59 林放課後児童クラブ 2011 11 293.14 2018 15 継続 継続

60 三渓放課後児童クラブ 2019 3 231.46 2022 10 継続 継続

　施設については、適切な維持管理を行い、継続
使用する。
　機能については、「第２期高松市子ども・子育
て支援推進計画」に基づき、子育てと仕事の両立
支援を行う必要があるため、継続する。

61 多肥放課後児童クラブ 2011 11 178.62 2018 15 継続 継続
☆ 62 仏生山放課後児童クラブ 1976 46 87.68 2018 15 継続 継続
☆ 63 一宮放課後児童クラブ 1976 46 213.68 2018 15 継続 継続

64 川岡放課後児童クラブ 2013 10 99.36 2018 15 継続 継続
65 円座放課後児童クラブ 2009 13 276.22 2018 15 継続 継続
66 檀紙放課後児童クラブ 2010 13 132.04 2018 15 継続 継続
67 弦打放課後児童クラブ 2009 13 202.53 2018 15 継続 継続
68 鬼無放課後児童クラブ 2004 18 79.12 2018 15 継続 継続

☆ 69 香西放課後児童クラブ 1973 50 63.00 2018 15 継続 継続
☆ 70 下笠居放課後児童クラブ 1974 48 64.60 2018 15 継続 継続

71 十河放課後児童クラブ 2007 15 133.66 2018 15 継続 継続
☆ 72 川島放課後児童クラブ 1980 43 126.00 2018 15 継続 継続
☆ 73 植田放課後児童クラブ 1965 58 69.35 2018 15 継続 継続
☆ 74 東植田放課後児童クラブ 1987 36 16.50 2018 15 継続 継続

☆ 75 香南放課後児童クラブ 1996 26 143.80 2018 15 継続 継続
76 浅野放課後児童クラブ 2010 12 168.21 2018 15 継続 継続

☆ 77 大野放課後児童クラブ 1976 46 63.00 2018 15 継続 継続

☆ 78 川東放課後児童クラブ 1979 43 26.30 2022 5 廃止 継続

　施設については、劣化度等を踏まえ、令和４年
３月３１日で廃止しており、機能移転後の令和４
年度中に除却する。
　機能については、令和３年度内に高松市立川東
小学校内へ移転している。

79 国分寺南部放課後児童クラブ 1974 48 231.00 2018 15 継続 継続
80 国分寺北部放課後児童クラブ 2005 17 236.08 2018 15 継続 継続
81 牟礼放課後児童クラブ 2013 10 92.21 2018 15 継続 継続
82 牟礼南放課後児童クラブ 2013 10 98.69 2018 15 継続 継続

☆ 83 牟礼北放課後児童クラブ 1978 45 137.28 2018 15 継続 継続

84 旧牟礼北放課後児童クラブ 1966 56 197.60 2022 5
用途
変更

廃止

　施設については、用途を変更し、当面、継続使
用とするが、大規模改修を要する場合は、廃止を
検討する。
　機能については、既に廃止している。

☆ 85 庵治放課後児童クラブ 1974 48 64.80 2018 15 継続 継続
☆ 86 塩江放課後児童クラブ 2013 9 106.39 2018 15 継続 継続

施　　設　　名
延床面積

(㎡)
築

年数
建築
年

目標
使用年数

説　　明
基準
年度

No
総合評価
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施設 機能

87 屋島こども園(旧屋島保育所) 1978 45 719.46 2022 10 継続 継続

　施設については、適切な維持管理を行い、継続
使用する。
　機能については、「高松市立幼保連携型認定こ
ども園整備基本計画」に基づき、子育て支援の活
動に必要であるため、継続する。

88 林こども園 1975 47 2,176.90 2022 10 継続 継続

　施設については、適切な維持管理を行い、継続
使用する。
　機能については、「高松市立幼保連携型認定こ
ども園整備基本計画」に基づき、子育て支援の活
動に必要であるため、継続する。

89 下笠居こども園 1984 38 1,072.69 2017 15 継続 継続

90 川島こども園(旧川島保育所) 1989 33 1,012.83 2022 10 継続 継続

　施設については、適切な維持管理を行い、継続
使用する。
　機能については、「高松市立幼保連携型認定こ
ども園整備基本計画」に基づき、子育て支援の活
動に必要であるため、継続する。

91 香南こども園 2012 11.7 2,296.91 2017 15 継続 継続
92 浅野こども園(旧浅野保育所) 2015 7 1,710.79 2017 15 継続 継続

93 川東こども園 2016 6 2,174.62 2022 10 継続 継続

　施設については、適切な維持管理を行い、継続
使用する。
　機能については、「高松市立幼保連携型認定こ
ども園整備基本計画」に基づき、子育て支援の活
動に必要であるため、継続する。

94 はらこども園 2002 21 1,953.85 2017 15 継続 継続
95 塩江こども園 2004 19 1,424.92 2017 15 継続 継続

96 庵治こども園 1973 48.4 1,463.40 2017 15 継続 継続

97 母子生活支援施設 （屋島ファミリーホーム） 1989 34 1,047.13 2017 15 継続 継続

98 こども未来館 2016 6 4,446.01 2022 10 継続 継続

　施設については、適切な維持管理を行い、継続
使用する。
　機能については、「高松市こども未来館条例」
に基づき、子どもを中心とした、幅広い世代の
人々が交流できることなどを目的とした複合施設
として必要であるため、継続する。

施　　設　　名
延床面積

(㎡)
築

年数
建築
年

目標
使用年数

説　　明
基準
年度

No
総合評価
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エ 施設の配置状況（児童・福祉施設） 
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(11) 学校・教育施設 

ア 概要 

学校・教育施設は、学校教育法・学校給食法に基づき、組織的、計画的、

継続的に教育を行い、また、給食を提供することを目的として設置した施

設であり、小学校、中学校、高等学校やその他教育施設など（１２９施設 

５７９，６０９㎡）を対象に再編整備を行います。 

 

イ 再編に関連する主な個別計画等 

幼保連携型認定こども園整備基本計画、高松市学校施設長寿命化計画、

高松市学校給食調理場整備計画など 

 

ウ 施設再編整備検討結果一覧表 

 

施設 機能

1 木太幼稚園 1976 46 1,044.69 2017 15 継続 継続
2 木太北部幼稚園 1981 41 965.97 2017 15 継続 継続
3 春日幼稚園 1980 42 596.78 2017 15 継続 継続

4 旧檀浦幼稚園 1978 44 591.97 2022 5 廃止 廃止
　施設については、劣化度等を踏まえ、廃止す
る。令和４年度以降、除却を検討する。
　機能については、既に廃止している。

5 前田幼稚園 1978 44 718.27 2017 15 継続 継続
6 川添幼稚園 1973 49 994.96 2017 15 継続 継続
7 三溪幼稚園 1980 42 608.69 2017 15 継続 継続
8 多肥幼稚園 1976 46 637.22 2017 15 継続 継続
9 一宮幼稚園 1979 43 847.61 2017 15 継続 継続
10 川岡幼稚園 1982 40 508.89 2017 15 継続 継続
11 円座幼稚園 1983 39 602.20 2017 15 継続 継続
12 檀紙幼稚園 1983 39 626.43 2017 15 継続 継続
13 弦打幼稚園 1982 40 604.02 2017 10 継続 継続
14 鬼無幼稚園 1974 48 664.35 2017 15 継続 継続
15 香西幼稚園 1981 41 1,035.03 2017 10 継続 継続
16 大野幼稚園 1979 44 642.00 2017 15 継続 継続

17 旧浅野幼稚園 1974 48 688.63 2022 5 廃止 廃止
　施設については、劣化度等を踏まえ、廃止す
る。令和４年度以降、除却を検討する。
　機能については、既に廃止している。

18 国分寺南部幼稚園 1979 43.5 1,698.00 2017 15 継続 継続
19 国分寺北部幼稚園 1977 44.2 1,183.00 2017 15 継続 継続
20 栗山幼稚園 1991 31.8 590.00 2017 15 継続 継続

21 田井幼稚園 1974 49 540.00 2022 5 廃止 継続

　施設については、「高松市立幼保連携型認定こ
ども園整備基本計画」に基づき、令和４年に除却
し、令和７年度に幼保連携型認定こども園へ移行
予定である。
　機能については、同計画に基づき、令和７年度
に幼保連携型認定こども園へ機能を移転する。

22 大町幼稚園 1978 44.4 522.42 2022 5 継続 継続

　施設については、「高松市立幼保連携型認定こ
ども園整備基本計画」に基づき、令和７年度に幼
保連携型認定こども園へ移行予定である。
　機能については、同計画に基づき、令和７年度
に幼保連携型認定こども園へ機能を移転する。

23 亀阜小学校 1977 45 8,285.47 2018 15 継続 継続
24 栗林小学校 2018 5 14,410.18 2018 15 継続 継続
25 花園小学校 1978 44 6,275.40 2018 15 継続 継続
26 新番丁小学校 2009 13 10,716.90 2018 15 継続 継続

27 築地小学校跡施設（体育館） 1962 60 925.23 2022 5
用途
変更

廃止

28 日新小学校跡施設（体育館） 1970 52.6 1,288.36 2022 5
用途
変更

廃止

29 鶴尾小学校 1973 49 6,613.56 2018 15 継続 継続
30 太田小学校 1969 53 7,864.82 2018 15 継続 継続
31 太田南小学校 1979 43.9 8,302.52 2018 15 継続 継続
32 中央小学校 2003 19 8,009.01 2018 15 継続 継続
33 木太小学校 1969 53 9,015.44 2018 15 継続 継続
34 木太南小学校 1979 43.1 8,017.04 2018 15 継続 継続
35 木太北部小学校 1990 32 7,089.14 2018 15 継続 継続
36 古高松小学校 1983 39 8,163.69 2018 15 継続 継続
37 古高松南小学校 1980 42.9 6,542.89 2018 15 継続 継続
38 屋島小学校 1979 43 7,853.98 2018 15 継続 継続

施　　設　　名
延床面積

(㎡)
築

年数
建築
年

No

　施設については、用途を変更し、当面、継続使
用とするが、大規模改修を要する場合は、廃止を
検討する。
　機能については、既に廃止している。

目標
使用年数

説　　明
総合評価基準

年度
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施設 機能

39 屋島東小学校 1981 41 3,324.29 2018 15 継続 継続
40 屋島西小学校 1983 39 7,278.49 2018 15 継続 継続
41 前田小学校 1973 49 5,659.31 2018 15 継続 継続
42 川添小学校 1982 40 8,009.84 2018 15 継続 継続
43 林小学校 1976 46 7,353.91 2018 15 継続 継続
44 三渓小学校 1982 40 5,276.01 2018 15 継続 継続
45 多肥小学校 1978 44 8,214.07 2018 15 継続 継続
46 仏生山小学校 1981 41 6,153.78 2018 15 継続 継続
47 一宮小学校 1983 39 7,789.08 2018 15 継続 継続
48 川岡小学校 1983 39 4,228.13 2018 15 継続 継続
49 円座小学校 1982 40 6,079.87 2018 15 継続 継続
50 檀紙小学校 1982 40 6,479.66 2018 15 継続 継続
51 弦打小学校 1983 39 6,650.53 2018 15 継続 継続
52 鬼無小学校 1978 44 5,035.32 2018 15 継続 継続
53 香西小学校 1982 40 7,430.33 2018 15 継続 継続
54 下笠居小学校 1979 43 5,535.00 2018 15 継続 継続
55 十河小学校 1981 41 6,056.26 2018 15 継続 継続
56 川島小学校 1981 41 5,731.82 2018 15 継続 継続
57 植田小学校 1983 39 2,939.60 2018 15 継続 継続
58 東植田小学校 1983 40.7 2,531.46 2018 15 継続 継続
59 東植田小学校菅沢分校 1986 36.9 1,088.15 2018 15 継続 継続

60 香南小学校 1966 56 4,656.79 2022 10 継続 継続

　施設については、継続使用とするが、「高松市
学校施設長寿命化計画」に基づき、香南中学校敷
地内で移転改築（※）する。改築後の跡施設の在
り方については、今後、検討する。
　機能については、「高松市学校条例」に基づ
き、心身の発達に応じて小学校教育を施す必要が
あるため、継続する。

61 川東小学校 1979 43 5,482.47 2018 15 継続 継続
62 浅野小学校 1984 38 5,503.33 2018 15 継続 継続
63 大野小学校 1981 41 5,231.28 2018 15 継続 継続
64 国分寺南部小学校 1981 41 8,255.81 2018 15 継続 継続
65 国分寺北部小学校 1984 38 7,311.89 2018 15 継続 継続
66 牟礼小学校 1966 56 5,046.52 2018 15 継続 継続
67 牟礼南小学校 1980 42 4,166.45 2018 15 継続 継続
68 牟礼北小学校 1976 46 6,240.70 2018 15 継続 継続

69 庵治小学校 1974 49.1 7,298.99 2018 15 継続 継続

70 庵治第二小学校 1976 46 1,052.75 2018 15 継続 継続
71 塩江小学校 2013 9 4,891.51 2018 15 継続 継続

72 旧塩江小学校 1975 47 2,417.45 2022 5
用途
変更

廃止

73 旧安原小学校 1973 49 2,249.64 2022 5
用途
変更

廃止

74 旧安原小学校戸石分校 1996 26 252.40 2022 5
用途
変更

廃止

75 旧上西小学校 1970 52 1,612.00 2022 5
用途
変更

廃止

76 女木小学校 1980 42 1,795.12 2018 15 継続 継続
77 男木小学校 2016 6 636.01 2018 15 継続 継続
78 桜町中学校 1971 51 9,333.12 2018 15 継続 継続
79 紫雲中学校 2012 10 13,014.21 2018 15 継続 継続
80 玉藻中学校 1969 53 11,571.94 2018 15 継続 継続
81 高松第一小中学校 2009 13.7 19,078.44 2018 15 継続 継続

82 旧鶴尾中学校 1978 44 5,380.26 2022 10
用途
変更

廃止

　施設については、用途を変更し、継続使用す
る。また、民間団体との契約に基づく活用部分の
ほか、その他の部分の今後の有効活用を検討す
る。
　機能については、令和２年度末に閉校し、廃止
している。

83 太田中学校 1982 40.6 8,713.30 2018 15 継続 継続
84 木太中学校 1986 36.7 9,078.20 2018 15 継続 継続
85 古高松中学校 1984 38.7 9,271.79 2018 15 継続 継続
86 屋島中学校 2010 12 8,882.83 2018 15 継続 継続
87 協和中学校 1980 42 8,168.50 2018 15 継続 継続
88 龍雲中学校 2015 7 10,061.90 2018 15 継続 継続
89 一宮中学校 1980 42.7 7,278.10 2018 15 継続 継続

90 香東中学校 1967 55 7,780.82 2022 10 継続 継続

　施設については、適切な維持管理を行い、継続
使用する。
　機能については、「高松市学校条例」に基づ
き、心身の発達に応じて中学校教育を施す必要が
あるため、継続する。

91 勝賀中学校 2011 11 9,174.25 2018 15 継続 継続
92 下笠居中学校 1980 42 4,713.89 2018 15 継続 継続
93 山田中学校 2016 7.3 18,591.52 2018 15 継続 継続

94 香南中学校 1983 39 7,970.72 2022 10 継続 継続

　施設については、適切な維持管理を行い、継続
使用する。
　機能については、香南小学校の機能を集約した
上で、「高松市学校条例」に基づき、心身の発達
に応じて中学校教育を施す必要があるため、継続
する。

95 香川第一中学校 1961 61 10,169.82 2018 15 継続 継続
96 国分寺中学校 1963 59 9,792.00 2018 15 継続 継続
97 牟礼中学校 1970 52 9,047.74 2018 15 継続 継続
98 男木中学校 2016 6 973.11 2018 15 継続 継続
99 塩江中学校 2013 9 4,033.39 2018 15 継続 継続

No

　施設については、用途を変更し、当面、継続使
用とするが、大規模改修を要する場合は、廃止を
検討する。
　機能については、既に廃止している。

目標
使用年数

説　　明
総合評価基準

年度
施　　設　　名

延床面積
(㎡)

築
年数

建築
年
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施設 機能

100 庵治中学校 1973 49 6,797.63 2018 15 継続 継続

101 高松第一高等学校 1968 54 19,470.11 2018 5 継続 継続
　施設については、「高松第一高等学校校舎改築
基本構想」に基づき、改築中である。
　機能については、継続する。

102 朝日新町学校給食センター 2008 14 3,258.08 2022 10 継続 継続

　施設については、適切な維持管理を行い、継続
使用する。
　機能については、「高松市学校給食調理場整備
計画」に基づき、学校給食の合理的運営を図り、
児童生徒に対する給食を提供する必要があるた
め、継続する。

103 鶴尾学校給食共同調理場 1974 48.1 329.79 2018 15 継続 継続
104 中央学校給食共同調理場 1974 48 298.88 2018 15 継続 継続
105 太田学校給食共同調理場 1964 58 422.63 2018 15 継続 継続
106 太田南学校給食共同調理場 1979 43.9 304.88 2018 15 継続 継続
107 木太北部学校給食共同調理場 1990 33 316.25 2018 15 継続 継続
108 古高松学校給食共同調理場 1975 47 362.67 2018 15 継続 継続
109 屋島学校給食共同調理場 1982 40.2 362.74 2018 15 継続 継続

110 川添学校給食共同調理場 1981 41 376.68 2018 5
用途
変更

継続
　施設については、配膳室として継続使用する。
　機能については、六条町学校給食センターへ移
転している。

111 高松市六条町学校給食センター 2020 3 3,286.76 2022 10 継続 継続

　施設については、適切な維持管理を行い、継続
使用する。
　機能については、「高松市学校給食調理場整備
計画」に基づき、学校給食の合理的運営を図り、
児童生徒に対する給食を提供する必要があるた
め、継続する。

112 多肥学校給食共同調理場 1980 42 317.95 2018 5
用途
変更

継続
　施設については、配膳室として継続使用する。
　機能については、六条町学校給食センターへ移
転している。

113 一宮学校給食共同調理場 1978 44 330.91 2018 15 継続 継続
114 円座学校給食共同調理場 1982 40.1 310.42 2018 15 継続 継続
115 香西学校給食共同調理場 1980 42 433.17 2018 15 継続 継続
116 下笠居学校給食共同調理場 1981 42 219.64 2018 15 継続 継続

117 山田学校給食共同調理場 1994 29 499.71 2022 10 継続 継続

　施設については、適切な維持管理を行い、継続
使用する。
　機能については、「高松市学校給食調理場整備
計画」に基づき、学校給食の合理的運営を図り、
児童生徒に対する給食を提供する必要があるた
め、継続する。

118 香南学校給食共同調理場 1985 38 407.44 2022 10 廃止 継続

119 香川学校給食共同調理場 1980 43 1,070.15 2022 10 廃止 継続

120 牟礼学校給食共同調理場 1976 45.5 415.23 2022 10 廃止 継続

121 庵治学校給食共同調理場 1981 42 300.00 2022 10 廃止 継続

122 塩江学校給食共同調理場 2013 9 276.47 2018 15 継続 継続

123 生涯学習センタ－ 2002 21 3,186.24 2018 15 継続 継続

124 総合教育センター 1978 44 3,288.14 2018 15 継続 継続

125 教育支援センター「みなみ」 2019 4 218.85 2022 10 継続 継続

　施設については、適切な維持管理を行い、継続
使用する。
　機能については、「高松市教育支援センター設
置要項」に基づき、通室を希望する生徒を支援す
る必要があるため、継続する。

126 ふれあい創作館 1997 26 338.50 2018 15 継続 継続
127 前の浜校舎 1980 43 359.89 2018 15 継続 継続

128 高松第一高等学校セミナーハウス 1990 33 654.11 2022 5 廃止 継続

　施設については、老朽化しており、利用頻度も
ほとんどないため、廃止する。
　機能については、令和５年度完成予定の新体育
館棟に整備される同窓会館に、集団宿泊研修施設
としての機能を移転する。

129 外国語指導助手用住宅 1996 27 84.40 2022 5 廃止 廃止

　施設については、現在居住者がおらず、外国語
指導助手が居住する見込みがないため、廃止す
る。
　機能については、外国語指導助手の住宅として
今後利用する予定はないため、廃止する。

施　　設　　名
延床面積

(㎡)
築

年数
建築
年

No

　施設については、当面、継続使用とするが、
「高松市学校給食調理場整備計画」に基づき、新
たに整備し（※）、施設を統合するとともに、機
能移転後に廃止する。
　機能については、「高松市学校給食調理場整備
計画」に基づき、学校給食の合理的運営を図り、
児童生徒に対する給食を提供する必要があるた
め、継続する。

目標
使用年数

説　　明
総合評価基準

年度
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エ 施設の配置状況（学校・教育施設） 
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(12) 公園施設 

ア 概要 

公園施設は、緑のオープンスペースの確保を図るとともに、市民の安ら

ぎと憩いの場として、レクリエーションの空間となり、豊かな地域づくり

に資するなど多様な機能を有する施設として設置されています。中央公

園や玉藻公園など（１１４施設 ６，９８９㎡）を対象に再編整備を行い

ます。 

 

イ 再編に関連する主な個別計画等 

第２次高松市緑の基本計画、公園施設長寿命化計画など 

 

ウ 施設再編整備検討結果一覧表 

 

施設 機能

1 中央公園 1989 33 32.52 2017 15 継続 継続
2 峰山公園 1981 41 611.66 2017 15 継続 継続
3 仏生山公園 1992 30.2 779.32 2017 15 継続 継続
4 橘ノ丘総合運動公園 1992 30 61.34 2017 15 継続 継続
5 如意輪寺公園 2001 22 130.40 2017 15 継続 継続
6 紫雲公園 1971 51 21.13 2017 15 継続 継続
7 今里中央公園 2001 21 124.07 2017 15 継続 継続
8 伏石中央公園 2005 18 157.70 2017 15 継続 継続
9 松縄流石中央公園 2008 14 122.50 2017 15 継続 継続
10 平塚中央公園 2013 10 127.34 2017 15 継続 継続
11 菱の池公園 1996 26 19.70 2017 15 継続 継続
12 長池中央公園 1996 26 170.53 2017 15 継続 継続
13 彦作池公園 2002 20 18.29 2017 15 継続 継続
14 太田中央公園 1999 24 179.09 2017 15 継続 継続
15 月見ヶ原公園 2002 20 35.28 2017 15 継続 継続
16 御山公園 1993 29 465.82 2017 15 継続 継続
17 房前公園 2008 15 23.05 2017 15 継続 継続
18 花園公園 1999 24 7.92 2017 15 継続 継続
19 花園町ふれあい公園 2003 20 11.00 2017 15 継続 継続
20 御坊町小公園 1994 29 7.80 2017 15 継続 継続
21 洲端公園 1997 26 8.19 2017 15 継続 継続
22 塩上小公園 1993 30 16.27 2017 15 継続 継続
23 花園第一公園 1994 29 7.80 2017 15 継続 継続
24 花園第二公園 1997 26 4.00 2017 15 継続 継続
25 沖松島西公園 1991 32 13.29 2017 15 継続 継続
26 沖松島南公園 1996 27 8.19 2017 15 継続 継続
27 沖松島北公園 1992 31 7.80 2017 15 継続 継続

28 沖松島中公園 1994 29 7.80 2017 15 継続 継続
29 沖松島新公園 1994 29 19.15 2017 15 継続 継続
30 西方寺公園 1995 28 8.32 2017 15 継続 継続
31 亀岡公園 1990 32 12.38 2017 15 継続 継続
32 藤塚小公園 1982 40 5.06 2017 15 継続 継続
33 新北町南公園 1976 46 5.70 2017 15 継続 継続
34 新北町北公園 1976 46 5.70 2017 15 継続 継続
35 上之町南公園 1980 43 5.06 2017 15 継続 継続
36 上之町北公園 1982 41 5.06 2017 15 継続 継続
37 上福岡宮西公園 1998 25 7.80 2017 15 継続 継続
38 上福岡弁財天公園 1998 25 7.80 2017 15 継続 継続
39 上福岡宮東公園 2000 23 9.46 2017 15 継続 継続
40 扇町公園 1993 30 7.80 2017 15 継続 継続
41 扇町西公園 1996 27 9.60 2017 15 継続 継続
42 番町二丁目公園 1991 32 13.29 2017 15 継続 継続
43 松島公園 1990 32.8 13.10 2017 15 継続 継続
44 松島東公園 1992 30 12.25 2017 15 継続 継続
45 松島南公園 1995 28 8.19 2017 15 継続 継続
46 松島北公園 1995 28 8.19 2017 15 継続 継続
47 松島中公園 1993 30 7.80 2017 15 継続 継続
48 中野町公園 1992 31 7.80 2017 15 継続 継続
49 番町四丁目公園 1999 24 11.00 2017 15 継続 継続
50 杣場川公園 1990 33 24.00 2017 15 継続 継続
51 福岡三丁目公園 2000 23 9.46 2017 15 継続 継続
52 ハゼ東公園 1983 39 5.06 2017 15 継続 継続
53 ハゼ西公園 1980 42 5.06 2017 15 継続 継続
54 高田公園 2011 11 6.55 2017 15 継続 継続
55 今里東脇公園 1986 37 5.16 2017 15 継続 継続
56 今里西脇公園 1987 36 4.90 2017 15 継続 継続

説　　明No
目標

使用年数

総合評価築
年数

建築
年

施　　設　　名
延床面積

(㎡)
基準
年度
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施設 機能

57 松縄東公園 1980 43 11.25 2017 15 継続 継続
58 松縄西公園 1984 39 4.98 2017 15 継続 継続
59 松縄北公園 1983 40 5.06 2017 15 継続 継続
60 松縄下所公園 1996 27 15.12 2017 15 継続 継続
61 松縄天満公園 2001 22 11.00 2017 15 継続 継続
62 伏石南公園 1997 26 8.19 2017 15 継続 継続
63 伏石北公園 2009 14 11.00 2017 15 継続 継続
64 伏石中公園 1995 27 9.60 2017 15 継続 継続
65 伏石立石公園 2008 14 11.00 2017 15 継続 継続
66 三軒屋公園 1998 25 7.80 2017 15 継続 継続
67 洲端第２公園 1985 38 4.98 2017 15 継続 継続
68 木太海浜緑地 1986 36 5.16 2017 15 継続 継続
69 木太北部公園 1993 30 12.25 2017 15 継続 継続
70 木太新開公園 1995 27 16.96 2017 15 継続 継続
71 木太宮前公園 2004 18 11.00 2017 15 継続 継続
72 下西原公園 1996 27 15.12 2017 15 継続 継続
73 平塚公園 2006 17 11.00 2017 15 継続 継続
74 永之谷公園 2001 22 11.00 2017 15 継続 継続
75 片田公園 1986 37 7.20 2017 15 継続 継続
76 相引東公園 1987 35 72.58 2017 15 継続 継続
77 赤牛公園 1997 26 13.39 2017 15 継続 継続
78 鞍掛公園 1998 25 3.75 2017 15 継続 継続
79 新田公園 2009 13 11.00 2017 15 継続 継続
80 亥浜公園 1983 40 5.06 2017 15 継続 継続
81 亥浜第二公園 1986 37 4.93 2017 15 継続 継続
82 景山公園 1988 34 5.30 2017 15 継続 継続
83 新浜公園 1981 41 5.30 2017 15 継続 継続
84 屋島中央公園 1981 41 10.60 2017 15 継続 継続
85 下田井公園 1968 54 4.80 2017 15 継続 継続
86 林公園 2012 10 13.05 2017 15 継続 継続
87 さこ公園 1994 29 8.58 2017 15 継続 継続
88 さこ西公園 1994 29 8.58 2017 15 継続 継続
89 天皇公園 2007 16 11.00 2017 15 継続 継続
90 多肥東公園 1995 27 9.60 2017 15 継続 継続
91 多肥西公園 1999 24 11.00 2017 15 継続 継続
92 多肥南公園 2000 23 11.00 2017 15 継続 継続
93 多肥北公園 1997 26 8.19 2017 15 継続 継続
94 多肥さくら公園 1985 37 1.00 2017 15 継続 継続
95 青木公園 2003 20 11.00 2017 15 継続 継続
96 郷東第一公園 2004 18 11.00 2017 15 継続 継続
97 郷東第二公園 2007 16 11.00 2017 15 継続 継続
98 明見公園 2003 19 21.50 2017 15 継続 継続
99 乾船入南公園 2000 23 9.46 2017 15 継続 継続
100 半田公園 2002 20 11.00 2017 15 継続 継続
101 小坂公園 2002 20 11.00 2017 15 継続 継続
102 中津公園 2008 14 11.00 2017 15 継続 継続
103 川内原第一南公園 1997 26 10.00 2017 15 継続 継続
104 川内原第一北公園 1997 26 10.00 2017 15 継続 継続
105 新居児童公園 1987 36 5.31 2017 15 継続 継続
106 牟礼川東公園 2006 17 6.25 2017 15 継続 継続
107 岡の山公園 1975 48 7.00 2017 15 継続 継続
108 牟礼原クリーンハイツ西公園 1981 41 5.00 2017 15 継続 継続
109 山椒山公園 2002 20 18.00 2017 15 継続 継続
110 野上公園 2000 23 10.00 2017 15 継続 継続
111 庵治朝日児童公園 1995 28 10.00 2017 15 継続 継続
112 庵治城岬公園 1993 29.3 96.00 2017 15 継続 継続
113 塩江安原公園 2009 14 27.60 2017 15 継続 継続
114 玉藻公園 1954 68 2,847.59 2017 15 継続 継続

説　　明No
目標

使用年数

総合評価築
年数

建築
年

施　　設　　名
延床面積

(㎡)
基準
年度
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エ 施設の配置状況（公園施設） 
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(13) 環境衛生施設 

ア 概要 

環境衛生施設は、市民生活に欠かすことのできない生活ごみ、し尿等の

処理を行う施設や、人生最後の場として単なる火葬の場という役割だけ

でなく、遺族とのお別れの場として様々な役割を担う斎場など、市民生活

を支える重要な施設として設置しています。斎場、環境業務センター、ク 

リーンセンターなど（１８施設 ７０，５７３㎡）を対象に再編整備を行

います。 

 

イ 再編に関連する主な個別計画等 

南部クリーンセンター個別施設計画など 

 

ウ 施設再編整備検討結果一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設 機能

1 環境業務センター 2000 22 4,195.27 2018 15 継続 継続

2 旧清掃事務所 1971 51.1 1,924.10 2022 10 継続 継続
　施設については、当面、継続使用とするが、大
規模改修を要する場合は、廃止を検討する。
　機能については、当面、継続する。

3 西部クリーンセンター（焼却処理施設） 1988 35 9,066.05 2022 10 継続 継続

4 西部クリーンセンター（破砕処理施設） 1997 23 6,619.95 2022 10 継続 継続

5 南部クリーンセンター 2003 19.5 37,179.06 2022 10 継続 継続

　施設については、「南部クリーンセンター個別
施設計画」に基づき、継続使用する。
　機能については、同計画に基づき、安定したご
み処理をする必要があるため、継続する。

6 一般廃棄物陶最終処分場 1988 33.6 543.46 2018 15 継続 継続
7 一般廃棄物陶最終処分場第２処分地 1998 25 217.76 2018 15 継続 継続
8 一般廃棄物陶最終処分場第３処分地 2012 10 196.37 2018 15 継続 継続

9 旧香川一般廃棄物埋立処分場 1987 36 10.85 2018 5 廃止 廃止
　施設については、劣化度等を踏まえ、廃止す
る。
　機能については、既に廃止している。

10 衛生センター 1997 25 3,007.77 2018 15 継続 継続
11 し尿処理施設 1982 41 33.93 2018 15 継続 継続
12 し尿収集特殊車輌車庫 1984 39 22.77 2018 15 継続 継続
13 庵治町貯留槽 1996 27 92.00 2018 15 継続 継続
14 国分寺町枝葉リサイクルセンタ－ 2006 17 119.00 2018 15 継続 継続
15 斎場公園 1992 31 4,299.67 2018 15 継続 継続
16 牟礼斎場 1978 44 626.34 2018 15 継続 継続
17 庵治斎場 1996 26 653.58 2018 15 継続 継続
18 やすらぎ苑 1996 27 1,765.54 2018 15 継続 継続

施　　設　　名
延床面積

(㎡)
No

　施設については、地元との協議に基づき、令和
１４年度末をもって、廃止する予定である。
　機能については、「高松市一般廃棄物処理基本
計画」に基づき、安定したごみ処理をする必要が
あるため、継続する。

築
年数

建築
年

目標
使用年数

説　　明
総合評価基準

年度
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エ 施設の配置状況（環境衛生施設） 
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(14) その他施設 

ア 概要 

その他施設として、駐車場・駐輪場等、倉庫など（４７施設 

８８，８８７㎡）を対象に再編整備を行います。 

 

イ 再編に関連する主な個別計画等 

駐車場中期経営計画など 

 

ウ 施設再編整備検討結果一覧表 

 

 

施設 機能

1 福岡倉庫 2000 23 160.00 2017 15 継続 継続

2 瀬戸内町倉庫 1994 28 173.38 2017 15 継続 継続

3 仏生山総合倉庫 1984 39 999.42 2017 15 継続 継続

4 円座町倉庫 1994 29 68.16 2017 15 継続 継続

5 旧十河分団消防屯所（倉庫） 1978 44 41.61 2017 15 継続 継続

6 香川町倉庫 1966 56 126.61 2017 15 継続 継続

7 国分寺町南部幼稚園隣接倉庫 1994 29 38.00 2017 15 継続 継続

8 公文書館書庫 2003 20 105.79 2017 15 継続 継続

9 庵治支所総合倉庫 1993 30 244.00 2017 15 継続 継続

10 庵治町総合倉庫 1972 51 314.00 2017 15 継続 継続

11 茜水防倉庫 1967 55 33.05 2017 15 継続 継続

12 南春日水防倉庫 1984 38 129.60 2017 15 継続 継続

13 東山崎水防倉庫 1972 50 65.28 2017 15 継続 継続

14 成合水防倉庫 1967 55 33.05 2017 15 継続 継続

15 川岡水防倉庫 2003 20 6.38 2017 15 継続 継続

16 檀紙水防倉庫 2001 22 30.60 2017 15 継続 継続

17 弦打水防倉庫 1973 49 29.16 2017 15 継続 継続

18 本津水防倉庫 1952 71 33.05 2017 15 継続 継続

19 下笠居水防倉庫 2016 7 18.00 2022 10 継続 継続

　施設については、適切な維持管理を行い、継続
使用する。
　機能については、「高松市水防計画」に基づ
き、水害被害に備えた水防資器材を備蓄する必要
があるため、継続する。

20 牟礼水防倉庫 2011 11 22.00 2017 15 継続 継続

21 高松シンボルタワー地下駐車場 2004 19 5,762.60 2017 15 継続 継続

22 高松駅前広場地下駐車場 2001 22 18,971.65 2017 15 継続 継続

23 瓦町駅地下駐車場 1997 26 17,810.65 2017 15 継続 継続

24 中央駐車場 1983 40 12,468.51 2017 15 継続 継続

25 南部駐車場 1986 36 9,127.00 2017 15 継続 継続

26 美術館地下駐車場 1988 35 5,923.68 2017 15 継続 継続

27 杣場川駐車場（管理事務室兼倉庫） 1988 34 15.48 2017 15 継続 継続

28 高松駅前広場地下自転車駐車場 2001 21 5,009.48 2017 15 継続 継続

29 瓦町地下自転車駐車場 1997 25 1,964.90 2017 15 継続 継続

30 栗林公園駅前自転車駐車場（駐輪場上屋） 2004 18 8.85 2017 15 継続 継続

31 仏生山駅西口駅前広場駐輪場 2018 5 121.88 2022 10 継続 継続

　施設については、適切な維持管理を行い、継続
使用する。
　機能については、「高松市自転車等駐車対策総
合計画」に基づき、違法駐輪の解消及び自転車の
利用者の利便を図る必要があるため、継続する。

32 端岡駅前自転車駐車場 1996 27 366.20 2017 15 継続 継続
33 高松駅前広場地下レンタサイクルポート 2001 21 5,009.48 2017 15 継続 継続

34 瓦町地下レンタサイクルポート 1997 25 1,964.90 2017 15 継続 継続

35 市役所レンタサイクルポート（駐輪場上屋） 2014 8 3.27 2017 15 継続 継続

36 片原町駅前レンタサイクルポート（駐輪場上屋） 2008 14 58.61 2017 15 継続 継続

37 栗林駅前レンタサイクルポート（駐輪場上屋） 2002 20 92.66 2017 15 継続 継続

38 栗林公園駅前レンタサイクルポート（駐輪場上屋） 2004 18 206.40 2017 15 継続 継続

39 高松駅南交通広場（高速バスターミナル待合所） 2013 9 147.46 2017 15 継続 継続

40 高松地区更生保護サポートセンター 1984 38 450.38 2017 15 継続 継続

41 平和公園 2019 3 283.07 2022 10 継続 継続

　施設については、適切な維持管理を行い、継続
使用する。
　機能については、「高松市墓地公園条例」及び
「同条例施行規則」に基づき、墓地の管理等につ
いて、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支
障なく行われる必要があるため、継続する。

42 浅野墓地公園（便益施設） 2001 22 11.50 2017 15 継続 継続
43 六ツ目公園（便益施設） 2004 19 95.29 2017 15 継続 継続

44 御殿山園地（便益施設） 1995 28 20.87 2017 15 継続 継続

45 創造の森（便益施設） 1998 25 16.80 2017 15 継続 継続

施　　設　　名
延床面積

(㎡)
築

年数
建築
年

No
目標

使用年数
説　　明

総合評価基準
年度
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施設 機能

46 旧高松市東消防署川添出張所 1980 43 239.01 2022 10
用途
変更

廃止

　施設については、用途を変更し、当面、継続使
用とするが、大規模改修を要する場合は、廃止を
検討する。
　機能については、既に廃止している。

47 元国民健康保険女木看護師宿舎 1980 43 65.62 2022 5 廃止 廃止
　施設については、劣化度等を踏まえ、廃止す
る。
　機能については、既に廃止している。

施　　設　　名
延床面積

(㎡)
築

年数
建築
年

No
目標

使用年数
説　　明

総合評価基準
年度
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エ 施設の配置状況（その他施設） 
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付属資料 

高松市公共施設評価有識者会議委員名簿 

 

区分 氏  名 所 属 ・ 職 業 等 

委 員 長 南 学 
東洋大学経済学研究科（公民連携専攻） 

客員教授 ＰＰＰ研究センター 

副 委 員 長 川口 洋子 
川口洋子建築設計  

香川県建築士会監事 

委 員 

平野 幸代 
有限責任監査法人トーマツ 

日本公認会計士協会四国会 

岡田 徹太郎 香川大学経済学部教授 

伴野 修一 香川県弁護士会 弁護士 

 


