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要約 : 公園管理の時代を迎えたわが国の公園緑地行政は新たな潮流を迎えているが� わが国の都市公園管理
と北米諸都市に展開している公園�レクリエ�ション管理の概念は大きく異なっている� 本研究では� 新た
な局面にあるわが国の都市公園管理のあり方を模索する上で� 一つの示唆を得ることを目的として� 北米型
パ�クシステムの一つであるバンク�バ�市の都市公園を対象として� 公園が発祥した +222年から +33/年
までの公園整備の推移�公園�レクリエ�ション管理行政における特異点を時系列的に分析し� �公園�レク
リエ�ション管理� の特質を究明した� その結果� 維持管理を中心に展開したわが国と比較すると� +� 公園
発祥初期から公園部局において �レクリエ�ション� の側面が明確に位置づけられ� 公園管理体制としても
教育部局など関連部局との相互協力体制が確立していたこと� ,� アメリカの先進都市を範としながら� 公
園�レクリエ�ション管理システムを確立し� 公園発祥当時から� レクリエ�ション�サ�ビスに関わる職
能が確立されていたこと�さらに -�職員研修システムも確立され�多様な性格のレクリエ�ションプログラ
ムによる市民サ�ビスが行なわれていたことが明らかとなった�
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緒 言

わが国の公園緑地行政は新たな潮流を迎えている� ライ
フスタイルの変容� そしてレクリエ�ション需要が多様化
する中で� 都市公園に関わる課題も公園地の拡大や施設�
設備の建設から� 公園の利用促進や管理運営へと大きく変
わってきている+�� +21- �明治 0� 年の太政官布告以来� わ
が国の都市公園の歴史は百数十年を有しているが� 公園管
理を考えるとき� 北米諸都市のそれとを比較すると異なっ
た展開をしている� わが国の都市公園整備を顧みると� 一
人当たりの公園面積を整備の指標値あるいは目標値として
公園整備がなされてきた� このことは �公園� というオ�
プンスペ�ス空間の確保が第一義に進められてきたともい
え� これは都市公園事業費における公園整備費と維持管理
費の推移からも推測できる,, -�� そうした背景の中で� わが
国における公園管理は �公園� という施設空間の物的な維
持を目標とした施設管理や利用管理が行われてきたと言っ
ても過言ではない� 結果として� 北米において確立されて
いる公園管理の側面とレクリエ�ション管理の側面を一体
とした管理運営�すなわち �公園�レクリエ�ション管理�
�Parks and Recreation Administration� という概念が�
わが国の公園緑地行政においては� 進展しなかったと考え
られる�
しかし� 余暇の時代を迎えた今日� 公園利用をはじめと
してアウトドア�レクリエ�ション需要は高まり� 公園管
理行政においてもレクリエ�ションへの積極的対応が重要

な課題となっており� あらためて �公園�レクリエ�ショ
ン管理� 概念においては先駆的である北米の都市公園シス
テムから学ぶことは多いといえる�

+� 研究の課題と対象
こうした背景をふまえると� 北米における都市公園シス
テムにおける �公園�レクリエ�ション管理� 概念の特質
を明らかにすることは� 新たな局面にあるわが国の都市公
園管理のあり方を模索する一つの示唆を与えるものと考え
られる� そこで本研究では� 北米都市の一つであるカナ
ダ�バンク�バ�市を事例として� 公園の発祥から今日ま
での公園整備推移� 当該市における公園�レクリエ�ショ
ン管理行政における特異点を時系列的に分析し� これらを
ふまえてバンク�バ�市の公園�レクリエ�ション管理の
特質を明らかにするものである� 研究対象としたバンク�
バ�市は� 人口 .1万 2,***人 �+33/年現在�� 面積 ++0.+

km,を有するが� この都市の公園史は� 市内にある約 .**

ヘクタ�ルの土地を +222年に公園として市民の利用に供
したことに始まる� また� この都市のパ�クシステムは�
アメリカ諸都市のパ�クシステムを範としながら� 典型的
な分散型の公園配置計画による整備が進められ� 今日まで
に約 ++*年の歴史を築いている-�� すなわち� わが国と比
較すると� 公園史発祥の時期� 都市の面積や人口の規模�
公園配置などにおいて類似性� 共通性が高いことから� 研
究対象として選定した� なお� ここで対象とするパ�クシ
ステムとは� 現況のカナダの公園体系において国立公園�
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州立公園� 地域公園に次ぐ下位概念にある都市公園として
の位置づけにあるものである�

,� 公園�レクリエ�ション管理システムの現状
+33/年現在� バンク�バ�市の都市公園は� +0.カ所�

+,,.3.-- haの公園が整備されている� これは� 市域面積の
+*.2��人口一人当たりの公園面積にして ,0.+ m,に相当す
る� また� 図 +の公園分布図に示されるように市域全域に
ほぼ平均的に公園が分散分布している� これらの公園内の
施設特性をみると� 公園数に対しての施設数から +公園あ
たりの施設整備率を算出してみると� 最も高いのが遊び場
�*.00� であり� 全体の半数以上の公園に整備されている�
これにつづいて高い施設が�フィ�ルドハウス �*.-3�サッ

カ�施設 �*.-/� ソフトボ�ル施設 �*.,1� テニスコ�ト
�*.,0�� 徒渉池 �*.,.� で� ほぼ .公園に +公園の割合で整
備されていることになる�さらに続くのが野球場 �*.+/�水
泳プ�ル �*.+*� ラグビ�施設 �*.+*� となっている�
これらの公園を所管しているのが市の公園�レクリエ�
ション局であり� 選挙により選出された 1名の公園委員と
一般職員から構成される組織体制である� バンク�バ�市
市民憲章及び公園管理条例に基づく権限を有する公園管理
官を最高責任者として� 財政部門� 総務部門� レクリエ�
ションサ�ビス部門� 施設維持管理部門� 計画�設計部門
の /部局から組織構成され� 専任職員約 0**名� 非常勤職
員は季節変動があり約 1**名から繁忙期には +,,**名が雇
用されている� さらにこの他に数値上には現れない数多く

図 + バンク�バ�市の公園分布 �左� と市街地 �右� の変遷
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の市民がボランティアとして利用指導などに参画してい
る�

-� 公園整備の推移
�Vancouver : A Visual History�+,�にある +3*3年� +3-3

年� +323年の土地利用図をもとにした市街地状況図を基図
として� +33/年発行の公園一覧/�の公園開設年をもとにし
た +3+*年� +3.*年� +33/年の各年における公園分布図を
作成し� 公園整備の変遷として示したのが図 +である� ま
た� この図作成のデ�タをもとに� 整備された公園数と公
園面積の推移を時系列的に示したのが図 ,� 都市人口一人
当たりの公園面積の推移を示したのが図 -である� +3**年
には既に総面積は .** haを越えており� 当時の人口一人
当たりの公園面積を算出すると +1* m,と極めて高い値と
なっている�しかし�このうちの 33�はバンク�バ�市の
都市公園第 +号であるスタンレ�公園でしめられている�
その後の整備推移をみると公園数� 公園面積とも +3,/年
から +3-*年の間に著しく増加しているのが特徴的である�
また� +3.*年までに現存する公園の約半数である 2.カ所
が整備されているが� 公園面積をみると既に 01.3�に達し
ている� このことは� バンク�バ�市の都市公園史は� そ
の発祥からおおよそ +**年であるから� これまでの中間時
点を分岐点として後半世紀は小規模な公園の整備であった
と考察される� そこで同様に公園一覧/�をもとに公園規模
別の公園開設数の推移を示したのが表 +である� 公園面積
+* ha以上の大規模な公園が +,.,�� ,.*�+*.* haの中規模
公園が -..2�� ,.* ha未満の小規模の公園が /-.*�という
構成比になっている� これらを時系列的にみると .つの特
色を見いだすことができる� 一つは� +3+*年以前で� 公園
数は少ないがバンク�バ�市のパ�クシステムの骨格とな

るような大きな公園が整備されている� ,つは +3,+年から
+3-*年であり公園数�公園面積ともに市の公園整備史上�
拡大期といえ� この +*年間に現在の四分の一強の公園が
整備されている� -つは +30+年から +31*年であり� 整備
公園数は少ないが大面積の公園整備が特徴的である� そし
て .つは +32+年以降である� 現存する公園の箇所数比に
して ,*.1�がこの時期に整備されているが� 面積比では�
か 0.,�に止まっている� 公園規模 *./ ha未満の公園の
0/./� �箇所数比�がこの時期に整備されており�小規模公
園整備の時代といえる�
また� 図 +の公園分布と市街地の変遷図に示されるよう
に市街地の拡大に応じて� 公園も市域全体に拡大分布して
いる� 前述したように +3.*年時点までに開設された公園
は箇所数比で /+.,�� 面積比で 01.3�であるが� この時点
で既に分散配置型パ�クシステムの骨格となる大規模公園
の整備が終了していることが明らかであり�それ以降の /*

年間で� 小規模な公園がそれらの空域を埋めるようなかた
ちで整備されている�

.� 公園�レクリエ�ション行政の変遷
にみる公園管理の特質

バンク�バ�市の都市公園の歴史は� +220年に市内に存
した広大な自然地を公園化する請願が市議会から出される
ことに始まっている� ここでは� それ以来現在までの公
園�レクリエ�ション管理行政の実状を �管理体制に関わ
る事項� �施設整備に関わる事項� �レクリエ�ション �利
用� に関わる事項� の -つの視点から捉えて� その時代的
な特徴を公園整備の推移と対照して明らかにする� 分析の
基礎デ�タは�参考文献 /� �+,�に示した公園関連資料に
よるものとし� 表 ,に示す年表に整理し� 歴史的な変遷に
みる時代的な特質を見いだした�
+� 第一号公園であるスタンレ�公園が +222年に開園し�
公園�レクリエ�ション局の歴史は始まるが� +3+*年まで
の当初二十年間は� 公園�レクリエ�ション管理の萌芽期
といえ� この間に二つの性格の公園があらわれた� 一つは
初期において自然の樹林地や海浜など自然資源に依存した
公園� 他の一つは +3**年以降になって市街地内に整備さ
れた運動場としての小公園である� この頃の利用は散策や
水泳などが主であったとされるが� スタンレ�公園の管理
全般を担うパ�クレンジャ� �+23*年� や水泳指導員
�+3**年� などが採用され� 公園部局に既にレクリエ�

図 , バンク�バ�市の公園整備の推移

図 - バンク�バ�市の人口と一人当公園面積の推移

表 + バンク�バ�市の規模別公園整備の推移
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表 , バンク�バ�市公園行政の変遷における公園管理に関する特記事項
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表 , つづき
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ション対応の萌芽がみられる�
,� +3+*年代になると計画的な公園配置や公園利用のあ
り方の検討� ビ�チ利用の実態調査� アメリカの先進都市
の視察を行うなど� バンク�バ�市の公園�レクリエ�
ション管理行政の基礎が確立された時期といえる� またこ
の時期には� テニスコ�ト� 遊び場� 徒渉池� ボ�ルグラ
ンド� ボ�リンググリ�ンなどの多様な施設が導入され始
める� また� +3++年には年次報告が創刊されるなど都市公
園行政の実質的なスタ�トともみることができる�
-� +3,+年から +3-*年までの +*年間は�遊び場を主とす
る公園整備期であり� 特に +3,2年から +3-*年までの -年
間に� / ha未満の小公園が -,ヶ所整備されている� また�
この時期の特記事項の一つは� 公益組織であるジャイロ�
クラブ �Gyro Club� の監理による遊び場の整備とプログ
ラム運営である� この組織の活動が公園部局のレクリエ�
ション管理の考え方の基本方針を樹立することになった�
もう一つは� 公園部局と教育部局との協力関係が始まった
ことであり� 教育に関わるレクリエ�ション施設の整備�
プログラム運営について両部局間での調整が積極的に行わ
れるようになった�
.� +3-+年になると遊び場及びレクリエ�ション課 �De-

partment of Playground and Recreation� が創設され�
この頃からフィ�ルドハウス� プレイグランドをはじめ公
園での様�なレクリエ�ションプログラムが多く検討され
ている� 自然学習� スポ�ツ� ミュ�ジック� フォトコン
テストなどのプログラムやイベントが始められ� 以降の定
期的な年次プログラムの確立へと展開していった� こうし
たレクリエ�ションプログラム重視の時期は +3/*年代ま
で続いている� なお� この頃は第二次世界大戦中の時期で
もあり� 新たに整備された公園数は極めて少数である�
/� +3/0年に部局名称は� 公園 �Parks� から公園及び公
共レクリエ�ション �Parks and Public Recreation� に変
更され� 組織体制の充実期を迎えている� 公園管理条例�
市民憲章の再検討� さらに公園�レクリエ�ション担当ス
タッフの研修プログラム制度や関連専門知識の習得の奨励
などを進めている�
0� +30*年代になると身障者など非健常者に対するレク
リエ�ションプログラムが検討され� 公園�レクリエ�
ション施設へのフリ�アクセスや利用プログラムが検討さ
れている�
1� +31*年代になり�リ�ジョナルパ�クシステムが確立
すると� バンク�バ�市の公園行政も新たな局面を迎え�
公園�レクリエ�ション計画を見直す時代を迎える� 組織
においても管理責任者はパ�クレンジャ� �Park

Ranger� から� +3*.年に公園局長 �Superintendent� へ�
そして +313年に公園管理官 �General Manager� へと変
わり� 所管組織下に管理運営�収益部門や調査部門が新た
に設置されている� このことは� 単なる所管部局の最上位
責任者の立場から� 経営的側面すなわち公園経営までをも
含めた権限を有したことを意味している� さらにマスタ�
プラン �+313年�+32,年�� パ�クマネ�ジメントプラン
�+33,年� を調査報告書として取りまとめている� その中

での公園�レクリエ�ションに関わる事項として� マス
タ�プランでは� 公園の将来整備目標を明確に示すととも
に� Cityowide parks� Waterfront parks� Neighbor-

hood parks� Minioparksの四種の公園分類をかかげてい
る� また� パ�クマネ�ジメントプランでは� �公園及び
オ�プンスペ�ス取得� �公園整備� �レクリエ�ション
施設整備� �レクリエ�ションプログラムの内容とサ�ビ
ス水準� それぞれの策定方針と具体的方策を示している�

/� 結 言

以上� 公園�レクリエ�ション管理行政の先進地である
北米都市のバンク�バ�市を対象に� 都市公園発祥以来の
変遷の中で見いだされる公園�レクリエ�ション管理の特
質を究明してきた� それを物的な維持管理や利用管理を中
心に展開してきたわが国の都市公園管理行政と比較した結
果� 次に示す 0つの項目が評価点として明らかになった�
これらの特質は� 公園管理の新たな局面を迎えているわが
国の都市公園行政に一つの示唆をあたえると考えられる�
+� 公園及びレクリエ�ション関連の施設整備� ならびに
レクリエ�ションプログラム策定において� 行政組織内で
の公園部局と教育関連部局との相互の協力体制が早期から
結ばれていること�
,� 組織体制において� 早期から公園部局において �レク
リエ�ション� の側面が明確に位置づけられ� 部局では
�遊び場�レクリエ�ション� が �課� として置かれ� 後に
�公園�公共レクリエ�ション部�� そして �公園�レクリ
エ�ション部� へと進展してきていること� また管理責任
者の権限も拡大しており� その職名も �パ�クレンジャ�
�Park Ranger�� から �公園局長 �Park Superintend-

ent��� �公園管理官 �Park General Manager�� へと変
わってきていること�
-� 公園計画において� パ�クシステム理論を重視し� ボ
ストンなどアメリカの先進都市を範としながら� 公園�レ
クリエ�ション管理システムを確立していること�
.� 公園発祥当時から� スポ�ツやレクリエ�ションに関
わる責務が明確にされ� 利用指導のためのスタッフなどレ
クリエ�ション担当職員の職能が確立されていること�
/� 公園部局職員の研修システムが確立され� 研修プログ
ラムの実施や� 専門教育機関での知識習得を積極的に支援
していること�
0� 夏期と冬期� 大人と子供� ハンデイキャプト� レクリ
エ�ション� スポ�ツなど多様な性格のレクリエ�ション
プログラムによる市民サ�ビスを行なっていること�
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A Study on the History of Parks and Recreation

Management in the City of Vancouver

By

Tadakazu KANEKO*
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Summary : The purpose of this study is to understand the historical character of parks and recreation

management in the City of Vancouver, which is one of the City Park System in North America. The

history of park development and parks & recreation management was traced. The Vancouver park

system started in +222 when Stanley Park, which is the most major park in this city was opened. A

chronological table which extracted a special mention item from +222 to +33/ was made. The focal

points are management organization, facility development and recreation service. The results were as

follows : +) The Parks board co-operated in the development and management of parks/recreation

program on any parks such as playground with the School Board. ,) “Recreation” was a very

meaningful situation in park management from the early stages. A recreation section such as a

playground & recreation was incorporated in the park management organization. This section name

was changed from “playground & recreation” to “parks & public recreation”, then “parks & recreation”

with the age. The authority of the control in charge expanded. The job description was changed from

“park ranger” to “park superintendent”, “park general manager”. -) The policy of park planning and

parks & recreation management was modeled on the American City Park System. .) The duty of the

sta# member to instruct in its the use was cleared since the first city park opened. the board employed

the sta# to instruct recreation and sports. /) The original training program was enforced by the

Board, and study with the professional education organ was being supported actively. 0) The Board

developed a variety of recreation programs for citizens such as programs for various age groups, a

seasonal program, a handicapped program and so on.

Key Words : Park management, Parks & Recreation, City Parks, Park History, City of Vancouver
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