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資料 a 政令指定都市の都市公園数(平成 26 年度末) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省 都道府県別都市公園整備水準調書１ 

 

 

資料 b 市民アンケート（平成 28年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

満足, 14.1%

どちらかとい

えば満足, 

55.7%

どちらかとい

えば不満, 

11.9%

不満, 3.2%
わからない, 

13.6%

無回答・無

効回答, 

1.5%

69.8％ 

札幌市が最も多い 

各種資料 1 

設問 「身近な公園に対して、総合的に満足していますか」 

○アンケート概要 

・対象地域：札幌市内全域 

・調査対象者：札幌市民のうち 20歳以上の

男女 3,000 人 

・抽出方法：区、性別、年齢の 3要素のバラ

ンスをとって無作為抽出 

・実施方法：調査票の郵送及び郵送による

回収 

・実施期間：2016 年 6 月～7 月 

・回収数：回収数 1,340 通（回収率 44.7％） 
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資料 c 札幌市所管都市公園数と面積                                                （上段：箇所 下段：面積㎡） 

※平成 27 年度末時点

 中央区 北区 東区 白石区 厚別区 豊平区 清田区 南区 西区 手稲区 全市計 

街区 

公園 

109 箇所 444 261 166 133 238 214 257 303 270 2,395 

164,537㎡ 461,808 381,941 347,568 208,320 308,824 291,240 335,357 287,314 321,115 3,108,024 

近隣 

公園 

2 23 17 15 15 8 18 17 16 14 145 

28,280 408,898 275,903 208,814 254,640 91,974 341,850 331,827 267,443 243,413 2,453,042 

地区 

公園 

- 5 4 2 2 4 1 1 2 5 26 

- 242,547 257,120 87,791 158,823 227,767 69,431 54,733 84,057 241,176 1,423,445 

総合 

公園 

2 1 1 1 - 1 1 1 1 1 10 

924,762 253,140 1,043,496 194,560 - 220,660 663,200 313,240 247,271 597,258 4,457,587 

運動 

公園 

- 1 - - 1 - - - 1 1 4 

- 99,325 - - 131,332 - - - 123,667 181,503 535,827 

特殊 

公園 

4 1 - - 3 1 1 1 2 - 13 

309,386 2,757 - - 41,123 408,961 29,297 389,665 363,184 - 1,544,373 

都市 

緑地 

9 18 10 9 15 7 13 15 10 20 126 

424,804 846,709 720,644 526,988 863,235 225,769 712,347 609,332 134,681 944,961 6,009,470 

緩衝 

緑地 

- - - - - - - - - 1 1 

- - - - - - - - - 154,783 154,783 

緑道 
- 2 - 1 - - 1 - 1 2 7 

- 83,419 - 20,528 - - 6,263 - 42,894 26,659 179,763 

計 
126 495 293 194 169 259 249 292 336 314 2,727 

1,851,769 2,398,603 2,679,104 1,386,249 1,657,473 1,483,955 2,113,628 2,034,154 1,550,511 2,710,868 19,866,314 
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資料 d 住区基幹公園の標準面積、誘致圏の比較イメージ 

■面積の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■誘致圏の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

街区公園 250m 

近隣公園 500m 

地区公園 1km 
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資料 e 区別一人当たりの住区基幹公園の面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 27 年度末時点 

 

 

 

資料 f 公園利用数調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既成市街地の多い中央区が、極端に少ない 

利用者数は公園

の面積に比例する

傾向にある。 

※調査要領 

・街区公園 225 箇所（全

体の約 1 割） 

・平成 21 年 8 月～9 月 

・平日４日、日曜２日：計

6 日 

・各日の 6～17時において、

1 時間おきに公園内人数を

目算 

・計 11 回の人数を足したも

のを 1 日あたりの利用者数

とする 

・6日間の平均値を１日あた

りの平均利用者数とする 
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資料 g 面積別公園箇所数（1,000㎡未満の狭小公園の割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：横浜市都市公園一覧表(平成 28 年３月 31 日現在) 

     札幌市は平成 27 年度末時点 

・公園数が同程度の横浜市と比較して、狭小公園の割合に 10 ポイント差がある。 

・特に 500㎡未満の公園が多いのが本市の特徴。 

 

 

資料ｈ 街区公園の機能分担のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例

地域の核となる公園

機能特化公園

その他の公園

核となる公園から250m以内の範囲

機能特化公園から250m以内の範囲

その他公園から250m以内の範囲

地域の核となる公園には、

適当な間隔にある比較的

大きな公園が選択される 

573

882

456

471

1625

1376

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

横浜市

札幌市

500㎡未満 500㎡以上1000㎡未満 1000㎡以上

(32%) (17%) (51%) 

(61%) (17%) (22%) 

49％ 
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身近な公園の新規整備方針 
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1．はじめに 

1-1．背景と目的 

札幌市は、わが国でも有数の大都市でありながら、豊かな自然環境に恵まれており、これからの時代

に向けて、みどりが持つさまざまな機能を十分発揮させるとともに、長期的なみどりの将来像を見据えな

がら、みどり豊かなまちづくりを推進している。 

身近なみどりである公園は、美しい都市景観を形成し、訪れる人に安らぎやうるおいなどの心理的効

果をもたらすほか、子供達の安全な外遊びの場や地域住民の交流の場を提供し、災害時には避難場

所となるなど、多面的な機能を有し、良好な住環境を形成するために必要不可欠なオープンスペースの

役割を担っている。 

これまで、札幌市では、増加する人口の受け皿として、市街地を郊外へと拡大するとともに、住区整備

基本計画（昭和 48年策定）に基づいた計画的な公園整備をすすめてきた。現在、札幌市における公園

の数は、政令指定都市の中で最も多いなど、総量としては一定程度充実してきていると考えられるが、

一方で、郊外に比べて都心及びその周辺等の既成市街地では、市民の暮らしに密着した身近な公園

が少ないといった課題もある。 

人口や産業の集中が続く拡大成長期から安定成熟期へと移行したことに伴い、平成１６年に策定され

た都市計画マスタープランでは、これまでの拡大型の都市づくりから、持続可能なコンパクト・シティ化へ

と方針を転換している。近年は、都心や鉄軌道沿線、新興住宅地において人口増加が見られる一方、

郊外住宅地域では、都心等に比べて少子高齢化と人口減少が進行している傾向が認められており、今

後は、全市的に人口減少へと転じることが予想されている。さらに、平成 25年に策定された「札幌市まち

づくり戦略ビジョン」では、おおむね環状通の内側と地下鉄沿線等を複合型高度利用市街地として位置

付け、集合住宅の立地や札幌らしい景観まちづくりを推進することとしており、既成市街地等における身

近な公園の必要性はますます高まってくると考えられる。 

今後も、都市の健全な発展のためには、身近な公園が少ない地域において新たな公園を積極的に

整備し、より多くの市民に公園の持つ多面的な機能が享受されることが望ましい。しかし、身近な公園が

少ない地域の多くは、土地利用が高度化しており、まとまった面積の用地確保が困難である。また、財

政的な制約が厳しさを増す中で、持続可能な都市の発展を進めるためには、維持管理費等の負担増も

考慮しなければならない。 

本方針は、こうした課題に対応し、市民の暮らしに密着した身近な公園を新たに整備する指針として

策定するものであり、札幌市緑の審議会から答申された『「身近な公園の新規整備方針」策定に向けた
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基本的な考え方』（平成 28年 2月）を踏まえた内容となっている。 

1-2．方針の位置付け 

本方針は、札幌市みどりの基本計画に基づく実行指針として位置付けられるものである。なお、現在、

新規の公園に関する考え方（新規整備）と、既設の公園や施設に関する考え方（再整備）等を総合的に

整理する（仮称）公園整備計画の策定を検討しており、本方針はその一部となる予定である。 

方針の見直しについては、みどりの基本計画の目標年次（平成 32年）を目安としつつ、必要に応じて

随時実施することとする。 
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2．身近な公園の新規整備に関する考え方 

2-1．現状と課題 

  現状１  公園の整備状況 

①札幌市の身近な公園（住区基幹公園など）※参考資料-注 1の整備水準は、地域によって大きな差が生じ

ている。本市における「一人あたりの住区基幹公園面積」の平均値は、3.6㎡/人※参考資料-図 1である。

しかし、特に人口の増加が著しい中央区では、同値が 0.84㎡/人と極端に低く、身近な公園が不

足していることが示されている。 

 

【課題 1-①】公園の配置状況に関する詳細な分析を行い、新たな公園を整備する必要性が 

高い地域を具体的に抽出する必要がある。 

 

②数が多く、「最も身近な公園」である街区公園※参考資料-注 1は、札幌市都市公園条例により、2,500㎡

が標準面積とされている。しかし、公園が少ない中央区のような既成市街地は、 土地の高度利用

が進んでおり、2,500㎡相当のまとまった面積を確保できる機会は少ない。一方で、面積が小さい

公園は、利用者数が少ないという実情もある※参考資料-図 2。これは、面積が小さいと、設置できる施設

や機能、子供の遊びの種類が限定され、公園の魅力が低下することが一因であると考えられる。  

 

【課題 1-②】効果的な公園整備を行うためには、地域に必要な公園機能を最低限確保できる、最低

面積を検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

  現状 2  社 会 情 勢 

札幌市では、人口減少や超高齢化社会の到来が予測されているが、一方で、中央区等では今後

も人口増加が見込まれる※参考資料-図 3 など、地域ごとの情勢は様々である。また、社会保障費や既存の

社会インフラの維持費の増加など、札幌市の財政状況は今後ますます厳しくなることが予想されてお

り、公園の維持管理費等も例外ではない。このため、公園の新規整備にあたっても、全市的なまちづ

くりの方針にも示されている、コンパクト・シティ化※参考資料-注 2 や持続可能な都市の発展という視点を欠

かすことはできない。特に、まちづくりの計画体系において最上位に位置付けられる「まちづくり戦略

ビジョン」※参考資料-注 3では、今後、集合住宅の誘導や都市機能の集積を目指す地域（都心及び複合型

高度利用市街地）を示しており、こうした地域における身近な公園づくりを重点的に推進するべきであ

ると考えられる。 

 

【課題 2】全市的なまちづくりの方針に即し、選択と集中型の公園づくりを行う必要がある。 

 

※街区公園の標準面積 2,500㎡（札幌市都市公園条例（第 2条の 2 第 2号(１)より） 

主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園（街区公園）は、街区内に居住する者が容易に利
用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタール（2,500㎡）を標準として定めること。 
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  現 状 3  住区整備基本計画 

これまで札幌市では、「住区整備基本計画（以下、住区計画）」※参考資料-注 4に基づき、郊外住宅地を

中心として住区基幹公園を整備してきた。しかし、計画策定当時、すでに土地利用が進んでいた既

成市街地※参考資料-注 4は、郊外のように公園を計画的に配置することが困難であったため、計画の対象

外となっている。 

このため、市街地の拡大抑制や既成市街地における公園不足等、今後の課題に対応するために

は、市街地全域を対象とした公園の新規整備方針が新たに必要である。 

 

【課題 3】住区計画に代わり、現在の社会情勢や公園の状況を反映した、市街地全域を対象とする

公園の新規整備方針を新たに策定する必要がある。 
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2-2．基本的な考え方 

身近な公園が不足している地域は、主に土地の高度利用が進む市街地であり、こうした場所で近隣

公園（標準面積 20,000 ㎡）や地区公園（標準面積 40,000 ㎡）の整備に適した広大な用地を確保するこ

とは、現実的に厳しい状況である。 

このため、本方針で設置を検討する公園の種別は、身近な公園である住区基幹公園のうち、現実的

に整備が可能と考えられる面積規模であり、かつ、市民にとって最も身近な公園である“街区公園”とす

る。そして、街区公園の中でも、地域に必要な公園機能を確保できる公園を「地域の核となる公園」※参考

資料-注 5として定義し、この「地域の核となる公園」の新規整備についての考え方を整理することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的には、現状と課題に基づき、以下の２点を本方針の骨格となる考え方とする。 

                                                                                                                             

●地域の核となる公園の面積 

面積が小さい公園では、利用者が少なく、また、設けることができる施設や機能が限られてしまう。この

ため、地域に必要な公園機能を最低限確保できる公園（地域の核となる公園）の面積を検討・設定する

ことで、効果的な公園整備を図る。 

地域の核となる公園の面積は、利用者数のほか、遊具やみどり、防災といった地域に必要とされる公

園施設、機能等を想定することによって算出する。 

 

●地域特性に応じた公園整備 

公園をとりまく状況は地域毎に様々であり、新たな公園を整備する必要性も異なる。このため、人口動

態やまちづくり方針、公園の整備状況など、地域毎に異なる様々な要素を「地域特性」として整理し、新

たな公園を整備する必要性を検討することで、効果的・効率的な公園整備を図る。 

地域特性を構成する要素には様々なものが考えられることから、複数の要素を総合的に検証し、公園

の整備効果が高い地域や、効率的な整備手法を選択する。 

 

 

新規整備の考え方に

おける、主たる視点 
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2-2-1．地域の核となる公園の面積 

■地域の核となる公園の面積の考え方 

 『地域の核となる公園の面積』は、「利用者数」、「地域に必要な公園機能」、「他都市の事例」という

３つの視点から設定する。 

 

  視点 1   利 用 者 数 

最も身近な公園である街区公園は、面積が小さいほど利用者も少ないという傾向がある。  

しかし、減少傾向に明確な変化点がないなど、利用者数の観点から最低面積を設定することは難

しい。※参考資料-図 2 

 

  視点 2  地域に必要な公園機能 

地域に必要とされる公園機能の代表的なものとして、1）環境保全、2）景観形成、3）コミュニティ形

成、4）レクリエーション、5）防災の 5つが挙げられる。  

 

【地域に必要とされる代表的な５つの公園機能】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この中で、1）環境保全、2）景観形成、3）コミュニティ形成、4）レクリエーションの機能を確保するた

めに必要な最低面積を算出したところ、概ね 1,000㎡となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域に必要な公園機能を有する施設※参考資料-図 5 

みどり …樹木植栽、張芝等 （敷地の 30％以上）  

遊戯施設 …複合遊具、ブランコ等 （約 250㎡以上）   

管理・休養施設 …四阿、ベンチ等 （約 100㎡以上）  

広場 …おにごっこ等ができる運動広場 他 （約 300㎡以上）  
≒1,000㎡ 
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5）防災機能については、阪神・淡路大震災後の公園利用状況を調査した文献を参考にすると、地

域の防災機能を高める上で効果的な面積は概ね 1,000㎡以上と考えることができる。 

 

【公園の防災機能に関する文献調査】 

 

 

 

 

 

※冬期間の利用について 

積雪寒冷地ならではの公園機能として、冬期間の公園利用という視点も重要である。特に、雪置き場としての利用があ

げられるが、雪入れの程度は、地域によって様々であるため、公園における必要な面積を算定することは困難である。ま

た、公園によっては、雪入れを起因とした施設の破損や子どもの事故が発生しており、可能であれば、雪置き場と子ども

の遊び場は分けて考えるべきである。検討した施設配置モデル（参考資料-図 5）では、雪置き場としての利用が想定される広

場とそれ以外の施設を分離して配置しており、概ね 1,000㎡以上であれば、一定程度の雪入れに対応が可能であると考

えられる。 

       

 

 

  視点 3  他 都 市 の 事 例 

他都市においては、公園に必要な機能等の視点から、1,000 ㎡を街区公園の最低面積として設定

している事例が見受けられる。 

 

【他都市の事例】 

 

  

自 治 体  概   要  

 東京都  
  江戸川区  

概ね 1,000 ㎡以上の公園では複合的な機能を有して様々な利用がなされ 

ていることが多い  

 東京都  
  新宿区  

 核となる公園：利用の視点から公園に求められる機能を複数担っている 

概ね 1,000㎡以上の公園 

 静岡市  
市街化区域では 2500 ㎡規模の用地確保が難しいことから、公園機能 

を最低限確保できる最低面積を 1,000㎡以上とし、都市公園整備を行う  

 さいたま市  街区公園は面積 1,000㎡以上、2,500㎡を標準とする  

 横浜市  
 街区公園：広場や遊具等を備えた面積 1,000㎡以上で 2,500㎡を標準 

とする公園を配置する  

延焼防止機能を発揮する公園緑地は 1,000㎡以上（１） 

避難地、置き場等で利用されやすい公園は 1,000㎡以上（２） 

 
（１）「阪神・淡路大震災調査特別委員会報告  1997日本学術会議」 

（２）「北国の防災公園整備指針 1997北海道建設部」 
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■まとめ：地域の核となる公園の面積  

街区公園（最も身近な公園）のうち、概ね 1,000 ㎡以上の公園を「地域の核となる公園」とし、概ね

1,000㎡未満の公園を「狭小公園」と称することとする。今後、街区公園を整備する際は、 

①基本的に、標準面積である 2,500㎡程度の確保を目指す。 

②用地確保が困難な場合等でも、最低面積として 1,000㎡程度は確保するように努める。  

※周辺の公園配置や用地の状況（形状や取得費等）などの面から、標準面積以上を確保する必要性や効果が高いと考

えられる場合には、2,500㎡以上の面積についても検討する。 

街区公園の新規整備箇所を検討する際には、主に「地域の核となる公園」及びその他の公園（近

隣公園等）における「街区公園の機能を満たす場所」※参考資料-注 6 の配置から検討することとし、誘致圏

は共に街区公園と同じ 250ｍで考える。 

なお、「狭小公園」は、面積が小さく公園機能が限定されていることから、誘致圏を設定しない。た

だし、一人あたりの公園面積への算入や拡張による効果等、誘致圏以外の視点では考慮する。 

 

【地域の核となる公園についての考え方】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※街区公園の機能を満たす場所は、公園の施設配置状況等により、個別に判断する。 

※近隣公園は、基本的に全体として街区公園の機能を満たしている。 

※開発行為（民間事業者による宅地造成）に伴う公園整備については、公園が比較的充足している郊外住宅地が 
主であることから、現在の最低面積基準 500㎡を踏襲する。  
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2-2-2．地域特性に応じた公園整備 

「地域特性に応じた公園整備」は、地域毎に異なる人口動態やまちづくりの方針、公園の整備状況等

を地域特性として把握し、総合的に検証することで、公園整備の効果が高い地域や、効率的な整備手

法を選択する考え方として整理する。 

 

■統計区のデータを基にした、整備効果が高い地域の抽出 

 

■公園の配置バランスを基にした、整備効果が高い地域の抽出 

 

■狭小公園の配置状況等に応じた、効率的な整備手法の選択 

 

■統計区のデータを基にした、整備効果が高い地域の抽出 

住区計画に基づくこれまでの公園配置計画は、郊外の計画的なまちづくりに視点が置かれており、成

熟化の進む市街地には馴染まない内容となっている。 

本方針では、住区計画の公園配置モデルに基づく画一的な配置計画から、「人口動態や土地利用

等」、「まちづくり戦略ビジョン」、「身近な公園の整備水準」、「地域の核となる公園等の空白域」などの

“地域特性”に応じた柔軟な配置計画へと転換することとした。 

具体的には、概ね徒歩圏と同等の面積規模であり、人口データ等の把握や地域比較に適している統

計区※参考資料-注 7をベースとして地域特性を整理し、分類する。 

 

  要素 1  人口動態や土地利用等（現況） 

人口動態や土地利用等については、特徴の違いによる分類を行い、人口密度や成長性の高さの

視点から、近年の人口が横ばいから増加傾向にあり、かつ集合住宅が多く、人口密度の高い地域を、

公園の整備効果が高い地域とした。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※凡例表のうち、赤い点線で囲った分類区分を 

公園の整備効果が高い地域とする。 

 

分類 人口 土地利用 地域

1 

増加
集合住宅、業務系

都心

2 
地下鉄沿線

集合住宅3 

4 
横ばい

集合・戸建て 地下鉄ﾀｰﾐﾅﾙ

5 

戸建て

明日風、あいの里

6 
減少

市街化区域縁辺

7 篠路、太平

8 増加 屯田、東雁来

9 
減少

工業地域 工業団地

10 集合・戸建て もみじ台、真駒内

8 ㎞ 0 4 
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  要素 2  まちづくり戦略ビジョン（将来性） 

まちづくり戦略ビジョンは、札幌市のまちづくりにおける総合計画として、最上位に位置づけられる

計画であり、ここに示されている都心及び複合型高度利用市街地は、今後、都市機能の集積や集合

型の居住機能を誘導する地域として、良好な住環境を形成する必要性がますます高まることから、公

園の整備効果が高い地域とした。 

 

 

 

 

 

 

 

※凡例表のうち、赤い点線で囲った分類区分を 

公園の整備効果が高い地域とする。 

 

 

 

  

  

  要素 3  身近な公園の整備水準（公園の状況） 

身近な公園の整備水準については、市内の地域格差を緩和する観点から、以下の２つの指標が

共に全市平均値未満である地域を、整備効果が高い地域とした。  

① 1人あたりの住区基幹公園面積 （人口を加味した公園の整備量）※参考資料-図 1 

② 「地域の核となる公園」と「その他の公園における”街区公園の機能を満たす場所”」    

  の誘致圏カバー率※参考資料-図 6 （公園の配置状況の目安）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

分 類 まちづくり戦略ビジョン

都心

複合型高度利用市街地

一般市街地

郊外住宅地

工業地域

分類 指標

①②両方とも平均値未満

①だけが平均値未満

②だけが平均値未満

8 ㎞ 0 4 

8 ㎞ 0 4 

※灰色着色の統計区は、札幌駅～すすきのにかけての地域、 

および北海道大学の敷地であり、土地利用形態等から 

身近な公園の整備が馴染まないため、基本的に除外する。 

 

※凡例表のうち、赤い点線で囲った分類区分を公園の 

整備効果が高い地域とする。 

 

※各平均値は、下記の H25年 10月時点のデータとする。 

 1人あたりの住区基幹公園面積：3.6㎡/人 

地域の核となる公園等の誘致圏カバー率：73.2％ 
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■公園の配置バランスを基にした、整備効果が高い地域の抽出 

効果的な公園整備を行うためには、既設公園の誘致圏との重複をなるべく避けて、新しい公園を配

置する必要がある。 

そこで、「地域の核となる公園」と「その他の公園における“街区公園の機能を満たす場所”」の誘致

圏を図示し、その空白地域の広がりや土地利用状況から、公園の整備効果が高い地域を抽出する。 

 

 

  要素 4 地域の核となる公園等の空白域 

「地域の核となる公園」と「その他の公園における“街区公園の機能を満たす場所”」の空白域（誘

致圏に覆われていない地域）が、細長い形状等ではなく、かつ、その面積が概ね 10ha 以上である地

域をまとまった空白域※参考資料-注 8 として定義し、このうち、土地利用が住居系もしくはマンション等が多

く立地する商業系地域を、公園の整備効果が高い地域とした。 

なお、空白域のうち、人口が少ない業務系・工業系の土地利用が連続した区画や、身近な公園の

整備が馴染まない地域（すすきの地区等）は除くこととする。  

 

 

 

 

 

 

 

※凡例表のうち、赤い点線で囲った分類区分を 

公園の整備効果が高い地域とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

分類 誘致圏の状態

まとまった空白域（住居・商業系）

まとまった空白域（工業系等）

地域の核となる公園の誘致圏

8 ㎞ 0 4 
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■狭小公園の配置状況等に応じた、効率的な整備手法の選択 

公園の整備効果が高い地域に対して、誘致圏の空白域に分布する既存の狭小公園の配置状況等を

確認し、効率的な整備手法を検討する。 

空白域に狭小公園が多い場合、これらを拡張することができれば、効率的に空白域を埋めることがで

きると考えられるため、狭小公園の拡張を優先的に検討する。新規整備については、狭小公園の配置

や面積、拡張の可能性のほか、新規整備に係る費用等の様々な要因により必要性が変わるため、状況

に応じた検討を行うこととする。 

空白域に狭小公園が少ない場合は、狭小公園の拡張だけでは空白域が残るため、必然的に新規整

備も必要となる。 

 

 要素 5  狭小公園の拡張 

狭小公園の配置状況等から、新規整備の必要性を検討し、状況に応じた効率的な整備手法を選

択する。 

狭小公園が多い地域は、狭小公園の拡張を目標としながら、新規整備も状況に応じて検討するこ

ととし、「狭小公園活用地域」と称する。 

狭小公園が少ない地域は、新規整備と狭小公園の拡張の両方を推進することとし、「新規整備推

進地域」と称する。 

【効率的な整備手法の選択の考え方】 

 

□事例 1：地下鉄北 24条駅～北 34条駅周辺          □事例 2： 地下鉄円山公園駅周辺 

 

 

 

     

  

まとまった空白域周辺に 

狭小公園が多い 

狭小公園を 1,000㎡以上に 

拡張した場合、空白域が概ね埋まる 

新規整備推進地域 

新規整備と狭小公園の拡張の両方を推進 

●狭小公園 
（1,000㎡未満） 

まとまった空白域周辺に 

狭小公園が少ない 

狭小公園を 1,000㎡以上に 

拡張しても、空白域が残る 

 

 狭小公園活用地域  

・狭小公園の拡張を目標とする。 

・新規整備は、状況に応じて検討する。 

 

●狭小公園 
（1,000㎡未満） 
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■地域特性に応じた公園整備の検討フロー 

先述の５つの要素からなる検討過程をフロー図として下記にまとめる。「狭小公園活用地域」、「新規

整備推進地域」、そしてこれら以外の地域となる「新規整備対象外」の３つの地域に分類し、効果的かつ

効率的な公園整備を進める。※参考資料-図 7 

 

 

【地域特性に応じた公園整備の検討フロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の分類 新規整備の必要性 整備手法の考え方 

新規整備推進地域 高 新規整備と狭小公園の拡張の両方を推進する。 

狭小公園活用地域 中 
狭小公園の拡張を目標とする。 
新規整備は、状況に応じて検討する。 

新規整備対象外 低 基本的に新規整備は行わない。 

整備効果が高い 

空白域が残る 空白域が概ね埋まる 

新規整備推進地域  狭小公園活用地域  新規整備対象外 

整備効果が低い 

 

公
園
の
整
備
効
果
が 

高
い
地
域
の
抽
出 

効
率
的
な 

整
備
手
法
の
選
択 

■狭小公園の配置状況等に応じた検討 

⑤狭小公園の拡張 

■統計区のデータを基にした検討 

①人口動態や土地利用等  （現況） 

②まちづくり戦略ビジョン   （将来性） 

③身近な公園の整備水準  （公園の状況） 

■公園の配置バランスを基にした検討 

④地域の核となる公園等の空白域 

 

※街区公園以外の都市公園については、本来の機能を尊重しつつ、街区公園の機能を満たす場所の整備についても検討する。 

※狭小公園活用地域については、狭小公園の拡張を目標とするが、現実的には困難な場合も多いため、新規整備も慎重に検討する。 

※まちづくりに関する面的な計画（再開発等）のある地域については、上記の地域設定に関わらず、別途検討する。 

※公園以外のオープンスペースについても、その整備内容や利用実態によっては、公園に準ずるものとして扱う。 



 

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

82 

 

2-3．身近な公園の新規整備方針図 

基本的な考え方に基づき検討した、身近な公園の新規整備方針の全体図を以下に示す。 
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2-3-1．新規整備推進地域 

新規整備推進地域の詳細図を以下に示す。 
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2-3-2．狭小公園活用地域 

 各狭小公園活用地域の詳細図を以下に示す。 

 ■中央区・豊平区 
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■北区・東区 
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■西区 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4．方針の運用にあたって 

本方針は、データ上の解析を主としており、新規整備の必要性が高い地域を統計区や複合型高度

利用市街地といった枠を用いて市街地を区分し、検討している。しかし、地域住民にとっては、統計区
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等の枠が必ずしも意味を持たないこと等から、細かな実情を反映しきれていない地域が生じている可能

性がある。また、街区公園の機能を満たす場所や公園以外のオープンスペースの存在、土地利用の状

況など、定量的には図れない要素も関係している。このため、実際に整備を検討する際は、本方針図を

基本としつつも、方針の骨格となる基本的な考え方の意味や方針図の検討過程、地域の細かな実状等

を改めて確認しながら判断することとする。 

一方、公園を整備することに加えて、公園利用者を増やすための視点も重要である。たとえば、公園

の整備箇所を決定する際には、小学校や児童会館等の他の公共施設との連携を推進し、近接した配

置や機能の補完、複合化等の効果的な公園整備の方向性について模索すること、また、公園の施設内

容を決定する際には、地域住民を対象としたワークショップ、アンケート等を行い、地域ニーズを幅広く

とらえること、さらに、公園の完成を広報すること等があげられる。実際の検討段階や整備完了段階にお

いては、こうしたことに留意し、地域住民や公園利用者の意見についても十分に反映していくこととす

る。 
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参考資料 

■用語解説 

注 1 身近な公園（住区基幹公園など） 

市民の暮らしに密着した公園。人によって対象は異なるが、主として、徒歩圏の住民を対象とし

て配置される住区基幹公園（街区公園、近隣公園、地区公園）が該当する。中でも、街区公園は、

最も数が多い参考資料-図 4ことから、市民にとって「最も身近な公園」であると考えられる。 

 

注 2 コンパクト・シティ 

居住機能を中心に、さまざまな機能がまとまりをもって構成される、効率的で持続可能な都市構

造。札幌市では、「都市計画マスタープラン」において、「持続可能なコンパクト・シティへの再構築

を進める」としている。 

 

注 3 札幌市まちづくり戦略ビジョン 

札幌市を取り巻く社会経済情勢の大きな変化に対応するための新たなまちづくりの指針であり、

札幌市のまちづくりの計画体系では最上位に位置付けられる「総合計画」である。（計画期間は平

成 25年度から平成 34年度までの 10年間） 

 

注 4 住区整備基本計画（住区計画） 

より快適で安全な生活圏の形成と秩序ある開発の誘導を図るため、札幌市が昭和 48年に策定

した計画。住んでいる人が徒歩で行動できる範囲を一つの「住区」ととらえ、各住区内に基幹施設

として学校・公園・道路を適正に配置することを目指している。１住区は、鉄道や幹線道路などによ

って形成される面積約100ha、人口約1万人を標準としている。計画策定区域は、市街化区域のう

ち人口集中地区（昭和 45年[1970年]）などを除いた約 15,000ha（132住区）を対象としている。  

なお、「既成市街地」とは、住区計画除外区域のことであり、古くから開けていた概ね都心から

6km圏内の市街地を意味する。 

 

 

 

  

住区整備基本計画図 住区整備基本計画の公園配置モデル図 
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注 5 地域の核となる公園 

街区公園の中でも、一定以上の規模を有し、地域に必要な公園機能（景観形成、環境保全、レ

クリエーション、コミュニティ形成、防災等）を確保できる公園。子供から高齢者まで、誰もが利用で

きる地域の中心的なオープンスペースとして、多面的な機能を発揮することが期待される。 

 

注 6 街区公園の機能を満たす場所 

街区公園以外の都市公園（近隣公園、地区公園、総合公園等）内において、街区公園の機能

（主として、コミュニティ形成・レクリエーション機能・防災機能）を満たす、一定のまとまった場所。 

※該当する事例 ：多目的広場や遊戯広場など 

該当しない事例：有料運動施設、駐車場、自然林など 

 

注 7 統計区 

区よりも小さな地域の統計情報を集計するため、札幌市が独自に設定している地理的区域で、

市内を２０６に分割している（平成 24年 10月 31日時点）。面積規模は、約 100ha（100万㎡）を目

安としている。なお、適切な検討を行うため、本方針では、市街化区域縁辺部や隣接して一体的

であると考えられる地域の統計区については、独自に区画を変更している。 

 

注 8 まとまった空白域 

公園を効果的に配置するためには、公園の誘致圏が可能な限り重複しないようにすることが理

想的である。誘致圏の空白域が細長い形状等だと、1 つの公園で効率的に空白域を埋めることが

できないため、細長い形状等ではなく、空白域の面積が約 10ha（10 万㎡）程度の地域を、“まとま

った空白域”と定義している。 
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■参考図表 

 

図 1． 一人あたりの住区基幹公園面積（H27.4）    図 2． 平均利用者数と公園面積の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3． 区別の人口推移予測       図 4． 都市公園の箇所数内訳（H27.4）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（㎡/人） 

約 2人/日 

（人/日） 

中央区 
H27 現在  

 

市平均 

南区 

他 8 区 

資料：総務省統計局「国勢調査」 

資料：住民基本台帳人口、「札幌市の公園緑地」 資料：H21「街区公園利用者数調査業務」 

資料：「札幌市の公園緑地」 
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図 5． 地域に必要な公園機能を仮想配置したモデル図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6． 誘致圏と誘致圏カバー率のイメージ 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

※誘致圏・・・その公園の主たる利用者が居住する範囲。  

       地域の核となる公園（概ね 1,000 ㎡以上の街区公園）は、外周から 250m、 

その他の公園は、“街区公園の機能を満たす場所”から 250m として、設定している。 

 

※誘致圏カバー率・・・一定範囲（ここでは統計区）に対して、誘致圏が占める面積の割合。 

なお、誘致圏に覆われていない地域を公園の「空白域」とする。 

 

  

（公園外周より）

誘致圏カバー率

空白域

統計区 に対して、
誘致圏 が占める割合

誘致圏

公園の主たる利用者が
居住する範囲
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図 7． 地域特性に応じた公園整備のシミュレーション過程 

 

 

 

 

 

 

 

① 

①＋② 

①＋②＋③ 

 

●公園の整備効果が高い地域の抽出 

①人口動態や土地利用等 

②まちづくり戦略ビジョン 

③身近な公園の整備水準 

④地域の核となる公園の空白地 

●効率的な整備手法の選択 

⑤狭小公園の拡張 

新規整備推進地域  

 

狭小公園活用地域  

 

①＋②＋③＋④ 

①②③④ 
＋ 
⑤ 

新規整備が必要な地域は 

都心及びその周辺に集中 

 

※平成 25 年 10 月時点の公園・人口データ等を使用している。 

※本解析上では、地域の核となる公園を「1,000 ㎡以上」の街区公園としている。 
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「札幌市公園施設長寿命化計画」の策定に向けた 

公園施設の基本的な考え方について 

（答申） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 (2015)年３月 

 

札幌市緑の審議会 
 

「札幌市公園施設長寿命化計画」の策定に向けた 
公園施設の基本的な考え方について（答申） 

３ 
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はじめに 

 

 わが国では、全国的に公園の老朽化が急速に進んでおり、国土交通省では、限られた

予算の中で適切な維持管理を行うため、長寿命化計画により公園施設の安全性確保と維

持管理コスト縮減を図ることが重要であると位置づけている。 

 札幌市においても、平成 27年度までに「札幌市公園施設長寿命化計画」を策定するこ

ととしているが、一方で、少子高齢化による地域ニーズの変化等に伴い公園利用状況も

変化していることから、現状に合った公園施設の有効活用や配置の適正化等について、

検討を行う必要が生じている。 

 

 当審議会では平成 26 年度に４回（第 66 回〜第 69 回）の審議を行い、この度「札幌

市公園施設長寿命化計画の策定に向けた公園施設の基本的な考え方」として、下記３つ

の項目について答申を取りまとめた。 

  1.公園の機能分担の考え方 

  2.有料運動施設のあり方 

  3.公園トイレのあり方 

 今後、市が本答申を踏まえ、札幌市独自の考え方を公園施設長寿命化計画の基本方針

に反映させ、市民の安全安心・地域ニーズに応えながら、公園施設の効果的・効率的な

維持管理の実施を期待するものである。 

 

[答申項目と公園施設長寿命化計画への反映] 
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１．公園施設長寿命化計画について 

1-1 全国的な動向と国の方針 

 わが国では、高度成長期に集中投資した社会資本ストックの老朽化が急速に進行して

おり、以下の状況となっている。 

 ・都市公園のうち、設置から 30年経過したものが約３割 

 ・10年後には、約６割が 30年を経過する見込み 

 ・財政上の理由などで、適切な維持補修・更新が困難 

 こうした公園老朽化の全国的な動向を背景に、国土交通省では平成 24 年に「公園施

設長寿命化計画策定指針（案）」を地方公共団体に通知し、計画の趣旨や策定に当たっ

ての手順を示している。 

この指針において、長寿命化計画とは、維持管理や更新を計画的に実施することで施

設の延命化を図る等により、安全性・機能性の確保とコストの縮減を目的とした計画と

位置付けられている。 

地方公共団体等においては厳しい財政状況の下、安全性の確保、機能の確保及びライ

フサイクルコスト※縮減を図り、重点的・効果的な維持管理や更新投資を行っていくた

め、この長寿命化計画を早急に策定する必要がある。 

※ライフサイクルコスト…施設の設置（更新）から維持管理、撤去に至るまでの総費用 

1-2 札幌市の公園の特徴 

 札幌市の公園には、以下の特徴がある。 

 

 ①昭和 50年代に急速に公園数が増加した 

   札幌市では昭和 47 年政令指定都市への移行とオリンピック開催を契機に急速な

市街地の拡大が進んだことを背景に、昭和 50年から「児童公園 100箇所作戦※」が

開始され公園数が急増した。昭和 54 年には都市公園数は 1,000 箇所を突破し、平

成 25年度末で 2,717箇所となっている。 

※児童公園 100 箇所作戦…（S50～S58）年間 100 箇所の児童公園を整備目標とした市の施策 

 

 ②政令指定都市の中で最も公園数が多い 

   札幌市の都市公園数は、２０ある政令指定都市の中で最も多くなっている。人口 

  規模が同程度（200万人規模）の名古屋市と比較すると倍近い公園数である。 

 

 ③公園の約 6割が整備後 30年を経過している 

 札幌市では、平成 25 年度末時点で整備後 30 年以上経過した公園が約６割を占め

ており、さらに 10年後には約８割を占めることとなる。全国平均では現在約３割で

あることから、札幌市は老朽化した公園の割合が多い状況である。 

また、札幌市の公園施設は約 8 万 7 千、遊具施設は約 1 万 3 千と施設数が多く、
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遊具施設は整備後 20年以上経過したものが７割を占める状況にある。 

    

1-3 札幌市における公園施設長寿命化計画 

 札幌市では、公園施設の老朽化や劣化に対し「部品の交換」「施設の更新」「公園リフ

レッシュ（全面再整備）」等の実施を通じて施設の維持管理・更新を行っている。しか

しながら、公園数が多く、また公園の老朽化も進んでいることから、国土交通省の指針

に基づき、公園施設長寿命化計画の策定を行うこととなった。 

 札幌市公園施設長寿命化計画は、「札幌市まちづくり戦略ビジョン（H25〜H34）」を上

位計画とする「札幌市みどりの基本計画（H23 改定〜H32）」の柱４「公園の魅力向上」

の推進プログラムを実施するための計画となっている。 

なお、札幌市公園施設長寿命化計画は全公園・全施設を対象とし、平成 27 年度中に

策定を予定している（計画年次：平成 28年〜37年）。 

 

1-4 長寿命化計画に盛り込む札幌市独自の考え方 

 札幌市の公園施設は膨大な量であり、かつ老朽化が特に進んでいること、また雪害に

よる施設破損も多いことを勘案すると、今後の更新・維持管理費は膨大になることが予

想される。したがって、この策定を契機に施設量そのものの見直しや適正配置を進め、

より一層の効率的・効果的な取り組みを行って、コスト縮減を図っていく必要がある。 

札幌市の公園施設には、少子高齢化に伴い地域ニーズが変化している等により、特に

以下の独自の課題が生じている。 

①公園機能の重複や地域ニーズとのずれがある 

②有料運動施設の施設規模と利用状況にずれがある 

③公園トイレ数が多く、利用の少ないトイレもある 

長寿命化計画策定にあたり、より効率的・効果的に計画を実施していくため、これら

の課題に対する札幌市独自の考え方を基本方針に盛り込んだ計画とすることで、維持管

理の負担が軽減されることが期待される。 

 

 

 

 

【柱４ 公園の魅力向上】 

  ・安全と効率を重視した公園の維持管理（推進プログラム 10-1） 

  ・市民ニーズを把握するなど、地域の状況を踏まえつつ、市民に愛される公園 

     づくりを進める（推進プログラム 10-2） 

  ・身近な公園は、地域ごとに機能分担を見直しながら再整備を進める 

   （推進プログラム 11-2） 
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[本答申の札幌市公園施設長寿命化計画・基本方針への反映]  

  

２．公園の機能分担の考え方について 

2-1狭小公園の密集と公園機能の重複 

  札幌市では、1,000㎡未満の狭小公園が 

 都市公園の過半数を占めており、主な政令      

 指定都市の中でもその数・割合が高い。特 

 に昭和 40〜50年代にかけて行われた小規 

 模な開発行為に伴う 500㎡未満の狭小な児 

 童公園（現在の街区公園）が全体の４割を 

 占めている。そしてこの狭小公園が密集し、 

同一誘致圏に公園が集中している地区が 

多数みられる。 

また、かつては比較的小さな公園は子ど 

 も主体の利用を想定し、「児童公園」とし  

 て遊具重視（ブランコ・すべり台・砂場等） 

 の整備を進めたため、公園の機能（遊具）  

に重複がみられる。 

 公園機能が重複した狭小公園は少子高 

齢化の進行に伴い、利用者の少ない状況が

1,102	

562	

769	

416	

454	

155	

2,683	

2,621	

1,654	

1,684	

1,599	

1,244	

1,619	

889	

1,008	

1,429	

0 1,000 2,000 3,000

札幌市

横浜市

仙台市

北九州市

福岡市

川崎市

神戸市

さいたま市

千葉市

名古屋市

（箇所数）

■大都市の公園面積別公園箇所数（ランキング）

500㎡未満 500㎡以上

1000㎡未満

1000㎡以上

札幌市	

＜主な政令指定都市の面積別公園数＞	
（平成23年度調査値）	

	

56.6%	

[主な政令指定都市の面積別公園数] 

（平成 23年度調査値） 
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見られており、地域のニーズとのずれが発生している。 

 

[公園が密集している地区の例] 

 

 

2-2 公園の機能分担の考え方 

 こうした課題に対して札幌市では、「公園の機能分担」を進めることとする。 

 これまでの遊具機能が重複していた状態に対し、地域ニーズにあわせて公園機能を分

担することで、例えば、休養と広場主体の公園には新たな憩いの場としての利用が生ま

れる。また、機能重複の解消により施設量が低減され、管理コストの縮減も期待される。 

 

[公園の機能分担の考え方] 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

●狭小で機能が重複。利用率の 

 低下が発生。 

●地域ニーズにあわせて公園 

機能を分担。 
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機能分担の計画においては、公園の機能分担を一体的に考えられるよう、対象となる

公園の整備改修を同時に計画することとし、実施に際しては地域との協議（説明会やワ

ークショップなど）を通じ、意見を取り入れる。その際は、公園の使われ方や、地域全

体の環境、公園以外の施設（児童会館・まちづくりセンター・保育園や学校等）等公園

周辺の状況等を踏まえた上で、地域意見からニーズを把握することが望まれる。 

 

 公園の機能分担を検討する対象は、同一の誘致圏（250m）に狭小公園がある場合とし、 

  ・1,000㎡以上の面積が大きい公園を核となる公園とし、1,000㎡未満の狭小公園 

   は遊具等を撤去し、機能を絞って整備する 

  ・核となる公園がない場合は、各々の公園で機能分担を図る 

ことを基本とする。また誘致圏を設定する場合は、河川や幹線道路など生活圏を分断す

る要素に留意する必要がある。 

 

[公園の機能分担を検討する対象] 

 

 

 公園の機能分担は、地域ニーズに適切に応え、市民利用・憩いの場として身近な公園

の意義を増進することが期待されることから、積極的に推進する必要がある。ただし、

少子化にあっても都市公園が子どもの遊び場として今後も重要な役割を担っているこ

とに留意されたい。 
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３．有料運動施設のあり方について 

３-1有料運動施設の施設規模と利用状況 

札幌市には、軟式野球場（32面）・サッカー場（8面）・テニスコート（131面）※な

ど多くの有料運動施設が設置されており、広く市民に親しまれている。これら有料運動

施設の更新コストは高いため、実際の利用状況を勘案し、効果的な配置や規模（面数な

ど）を検討する必要がある。   

 有料運動施設の施設規模と利用状況を下表にあげる。 

※いずれも H25 稼働のみどりの推進部所管面数 

 

[札幌市の有料運動施設の状況] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 

※ 
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※「ピーク時平均利用率」とは、1年間の中で最も利用率の高い時間帯５つの平均値とする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軟式野球場とサッカー場は、ピーク時の利用率がほぼ 100％となっているのに対し、

テニスコートはピーク時でも 90％程度であり、施設によっては日平均稼働率が 20％を

下回るコートもみられる。 

関係団体からのヒアリングの結果、競技人口や利用状況の動向は、軟式野球およびサ

ッカーはやや増加傾向にあるが、テニスはほぼ横ばい状況にある。 

 

3-2 有料運動施設のあり方 

１） 有料運動施設の必要数の考え方 

 有料運動施設の必要数については、ピーク時の平均利用率が 100％になるときの施設

数が、必要施設数（ニーズ）であると考える。従ってピーク時でも予約に余裕のある状

態は『施設数が多い』状態とする。 

   

2） 野球場及びサッカー場のあり方 

 野球場及びサッカー場は、「競技人口・利用状況は、やや増加の傾向にある」「ピーク

時利用率がいずれもほぼ 100％」であることから、ピーク時にニーズを満たしており、

施設数以上の需要があると捉えられる。 

 従って、本答申では施設数の見直し対象とせず、「現状の施設数を維持」していくこ

ととする。 

 

３） テニスコートのあり方 

 テニスコートは、「競技人口・利用状況は、ほぼ横ばい状況にある」「ピーク時利用率

が 89％」と現行の施設数に対してピーク時でも施設が余っている状況であるため、今後

維持していく施設数について見直す必要がある。また、施設毎の利用状況をみると、「多

面数を持つ公園の利用率が高い」「砂入り人工芝コートの利用率が高い」傾向がみられ

る。 

 

 [例）野球場のピーク時の利用率] （平成 25年度データ） 
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以上のことから、テニスコートの整備にあたっては、 

① 空白地域などの偏在が著しく生じないよう施設配置のバランスに留意しながら、

利用の少ないコートを廃止し、ピーク時の平均利用率が 100％に近づくよう市全

体の総面数を減らしていく。 

② 上記のとおり総面数は減らしながらも、増設が可能な公園では増設を行い、多面

数コートを有する公園を増やすことを検討する。 

③ 改修時は、砂入り人工芝コートを標準のグレードとすることとする。 

 

 なお、テニスコート存廃の具体的な検討にあたっては、無料コートや民間コート等の

周辺状況の変動を考慮し、直近の利用率や傾向に留意することとする。また、有料のテ

ニスコートを廃止する場合、無料コートとしての存続や芝生広場等への機能転換が考え

られるが、その際は利用者や地域の声を反映させながら整備方針を策定する必要がある。 
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４．公園トイレのあり方  

4-1公園トイレの現状 

1) 札幌市の公園トイレの現状 

 札幌市の公園トイレは、政令指定都市の中で最も多い 888 棟にのぼり、維持管理や更

新費の負担が大きくなっている。 

 公園トイレの維持管理コストは年間約３億円（年 35 万円/棟）で、公園維持管理費の

14％を占めており、これは遊具の維持管理費に匹敵する。また公園トイレの更新費は約

1,300 万円/棟であり、平均的な街区公園の全面再整備費の１/４程度を占める。 

 

 

 

2) 公園種別によるトイレの考え方 

近隣公園以上の公園は、多様な施設があることから公園利用者の長時間滞在が想定さ

れ、また遠方からの利用者も多いことから、公園トイレの必要性は高いと考えられる。 

街区公園は、施設の種類が少なく誘致圏も狭いため、公園トイレの利用者は多くない

ことが考えられる。 

 

 

  

[公園種別とトイレ] 

[公園維持管理費の割合] 
平均的な街区公園の全面整備の 

工事費に占める公園トイレ更新費の割合 
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3) 街区公園のトイレの利用状況 

街区公園のトイレの利用状況について平成 23年度に調査を行った。 

① トイレ利用全体の状況 

・公園トイレ利用は、トイレだけを利用しに公園を訪れた人数が全体の８割 

 
 

② 公園内施設利用者のトイレ利用状況 

   ・公園によって、公園トイレ利用状況にばらつきがみられるが、利用が極めて少

ない（１人以下/日平均）公園トイレも複数みられた。 

   ・遊水路のある公園は利用が多い傾向にあるが、それ以外の施設によるトイレ利 

    用の傾向は判然としなかった。 

    

 

 

 

 

 

 

●調査方法 

 ・公園トイレのある街区公園のうち遊水路等の施設の有無に留意し、17箇所を抽出 

 ・平成 23年８月～10月、各公園で土日を含む５日間で調査 

[公園内施設利用者のトイレの利用状況] 

（５日間平均） 

 

[トイレ利用者の内訳] 
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4) 公園トイレに関する市民アンケート 

平成 24年度に実施された公園トイレに 

関する市民アンケートによると、身近な 

公園において、利用の少ない公園トイレを 

廃止することについて、６割以上が「妥当 

当だと思う」と回答し、反対は約２割であ 

った。 

 

 

 

 

 

 

 

4-2 公園トイレのあり方 

 こうした状況に対し、札幌市では「利用の少ない公園トイレは更新時に廃止を前提に

検討する」ことを基本的な考え方とする。 

 なお、公園トイレの利用度合は、公園内施設利用者のトイレ利用状況から判断するこ

ととする。 

 

 公園トイレの存廃の考え方は、下記の４つである。 

  ①近隣公園以上の公園トイレは存続 

    近隣公園以上は、公園利用者の長時間滞在が想定されるためである。 

  ②街区公園の公園トイレは更新時に廃止を前提に検討 

    街区公園は調査の結果、利用の少ない公園が多くみられたためである。 

  ③街区公園でも遊水路のある公園のトイレは存続 

    街区公園でも遊水路のある公園は利用が多い傾向がみられたためである。 

  ④存廃の判断は、地域住民と話し合い、利用状況や配置バランス等を見極めた上で

最終判断 

    街区公園でも利用の多い公園トイレがみられたり、立地条件や地域の利用など 

    でニーズが高い場合があるためである。 

 

なお、「利用が多い」「ニーズが高い」公園トイレは存続する方針とするが、存続の場

合でも小規模トイレに変更したり、清掃作業を地域に任せたりする等、更新や維持管理

のコスト縮減方法を検討する。 

  

●調査方法 

 ・無作為に抽出された市民 1,500人へのアンケート調査 

 ・平成 25年１月に郵送による実施（回収 47.2％、有効回答数 703通） 

[利用の少ないトイレの廃止についての意向] 
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 [公園トイレの存廃の考え方（フロー）] 

 
更新または廃止する場合は以上の考え方に基づくものとするが、周囲の公共施設の配

置や利用状況等によっては、より柔軟で丁寧な対応が必要である。また、地域と協議を

行う際には、地域事情を踏まえた対象範囲や手法とすることを留意する。 

 

存続する公園トイレについては更新に合わせて、バリアフリー化など、よりトイレを

使いやすくすることが望ましい。 
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５．今後に向けて 

本答申が札幌市公園施設長寿命化計画の基本方針に適切に反映され、公園施設の安全

性・機能性の確保及びライフサイクルコスト縮減に寄与するとともに、重点的・効果的

な維持管理や更新投資が行われていくことを期待する。 

また、実際の運用に当たっては、地域特性を把握するとともに地域住民や公園利用者

との話し合いを行うことで、市民意見を十分に反映させながら進めることを望むもので

ある。 

[３つの諮問項目に対する本答申の運用フロー] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、本答申では主に機能分担や施設のあり方について考えをまとめているが、今あ

る施設について有効活用をはかり、公園利用を増加させる視点も重要である。 

 また、将来的には、エリアマネジメントなどによる公園の統廃合等、より大きな視点

で公園施設のあり方を考えていく必要がある。 

  

 

※本答申での「エリアマネジメント」は、一定規模以上の区域で、各公園の位置、利用状況、周辺環境

等を勘案し、統廃合を含めた機能分担を考えていくことをいう。 

 

※ 
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札幌市公園整備方針の策定にあたっては、平成 28 年 10 月より、「札幌市緑の審議

会」に諮問を行い、平成 29 年３月に答申（札幌市公園整備方針(案)）をいただきまし

た。 

その後、パブリックコメントで得られた市民意見の反映を経て、平成 29年○月に策

定致しました。 

 

（１）検討経過 

 

平成 28年 10月 第 73回緑の審議会： 

第１章 はじめに 

第２章 基本的な考え 

第３章 ３－１公園の「配置」から見る将来像 

３－３公園の「施設」から見る将来像 

第４章 ４－１公園の「配置」に関する施策 

４－３公園の「施設」に関する施策 

平成 28年 12月 第 74回緑の審議会： 

第３章 ３－２公園の「種類」から見る将来像 

第４章 ４－２公園の「種類」に関する施策 

４－４公園機能のさらなる充実へ 

第 5章 運用にあたって 

平成 29年 1月 第 75回緑の審議会：方針案の検討 

平成 29年 3月 第 76回緑の審議会：方針案の検討 

答申（札幌市公園整備方針(案)） 

平成 29年○月 パブリックコメント 

平成 29年○月 策定 

※各章タイトルは、審議当時のもの 

 

 

 

 

 

 

 

本方針策定の経緯
種資料 

４ 
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（２）緑の審議会 委員名簿 

第 19 次「札幌市緑の審議会」委員名簿 

氏 名 所 属 ・ 役 職 等 
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新 海  直 美 一般社団法人北海道建築士会 

関  剛 国立研究開発法人森林総合研究所北海道支所森林育成研究グループ 

高 橋  浩 子 公募委員 
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山 田  三 夫 日本野鳥の会札幌支部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

 パブリックコメント
種資料 

５ 

※パブリックコメント実施後に記載 


