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●上野恩賜公園

公 園 管 理

上野恩賜公園開園 150 周年を記念し、「上野の山・池から未来へ紡ぐ」をテーマに「上野恩賜公園開園

150 周年総合文化祭」を開催しました。公園の歴史に関する展示、地場産業の PR、地元のお店による飲

食などの各ブースが出展し、たくさんの人たちで賑わいました。 

 また、東京都都市公園制度制定 150 周年記念事業の一環で「Itbs My Park Day！みんなで公園日和」を

毎月開催し、来園者に対して公園の楽しみや公園への理解を発信いたしました。 

さらに、桜花期対応では昨年に引き続き、園内の一部箇所で花見宴会を可能とするとともに、さくら

通りを一方通行に規制し、来園者に「歩きながらのお花見」を楽しんでいただきました。 

（上野恩賜公園開園 150 周年総合文化祭の様子） （東京都都市公園制度制定150周年・上野恩賜

（Itbs My Park Day！みんなで公園日和の様子）  （歩きながらのお花見） 

公園開園 150 周年記念式典） 



公 園 整 備

●林試の森公園

令和 5年 11 月 1 日に公園北西部の拡張部分が新たに開園しました。 園路や広場などを整備し

ました。 

●篠崎公園 

「篠崎公園地区高台まちづくり事業」において令和 5年度から実施している盛土工事に伴い、

駐車場を移設しました。 

●高井戸公園 ●石神井公園

　南地区に新しい公園管理所を整備しまし
た。

   災害時に停電しても管理所に電気を供給でき 

るよう非常用発電設備を整備しました。 



庭 園 整 備

霊 園 整 備

文化財庭園の修復・復元を推進することにより世界をおもてなしする庭園を再生し、東

京の魅力を向上させています。 

●旧岩崎邸庭園
管理所を新築すると共に、これまで復元工

事を行ってきた芝庭のさらなる拡張整備を

行いました。 

＜芝庭の復元＞          

●旧古河庭園 
劣化が進んでいた洋館の外壁や建具、屋根

を修理し、名勝として相応しい景観を整備

しました。 

 ＜洋館外壁の修理＞

霊園の再生では墓所の移転や立体埋蔵施設の設置等により、墓所需要に対応すると共に

広場空間を確保しています。 

●青山霊園            

２箇所で墓所の移転・返還跡地を小広場と

して整備し、散策や墓参時の休憩に利用で

きるようにしました。

●染井霊園

南東部の 2 箇所の墓所の移転・返還跡地に

立体埋蔵施設第2区、第3区を新築しまし

た。 

＜整備した小広場＞ ＜整備した立体埋蔵施設＞ 



動 物 園 整 備

●多摩動物公園

●恩賜上野動物園
こども動物園エリアに電源供給する受変電設備を更新

しました。より確実な設備運用が可能になり、高効率

化により省エネにも貢献しています。

アフリカ園サバンナエリアにシマウマ・オリックス舎を新築しました。屋上に観覧ス

ペースを設けたほか、動物福祉や安全な飼育に配慮した獣舎となっています。

正門隣のスタッフ事務所建設地

にあった高さ16ｍのクスノキを

大型クレーンで移植しました。
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は じ め に

　 都立公園は、 東京の緑と 水のネッ ト ワ ーク の拠点であり 、 都市環境の改善、 散策やス ポーツ な

ど のレ ク リ エーショ ン、 賑わい創出や地域活性化の拠点、 動植物の生息・ 生育空間、 そし て激甚

化する 災害等に対する 防災機能の発揮等、 複合的で多様な役割を 果たし ていま す。 ま た、 首都東

京が直面する 様々なニーズへの対応も 求めら れていま す。 東部公園緑地事務所は、昭和 20 年（ 1945）

に東京都公園緑地北部出張所と し て誕生し ま し た。 現在、 23 区内にある 50 公園、 ５ 霊園（ 千葉県

松戸市にある 八柱霊園を 含む）、 ２ 葬儀所、 ４ 動物園（ 日野市の多摩動物公園、 武蔵野市・ 三鷹市

の井の頭自然文化園を含む） の計 61 施設の整備や管理を 所管し ていま す。 以下に、 本事務所の今

年度の取組の一端をご紹介し ま す。 　

　 昨年開園 150 年を 迎えた上野恩賜公園は、 我が国の都市公園の嚆矢と いえる 公園です。 平成 21

年度の再生基本計画に基づく 整備を進め、 令和 2 年には JR 上野駅公園口の移設に合わせた広場等

の整備を行い、 公園への円滑、 安全なアク セス が実現し ま し た。 本年度は夜間景観の向上を 目指

し た照明設備の整備を進めま す。 ま た、 日比谷公園では開園 130 年の令和 15 年（ 2033） の完了に

向けて「 バリ アフ リ ー日比谷公園プロ ジェ ク ト 」 に基づき 、 エリ アご と に段階的に整備を 進めて

いき ま す。

　 都立公園の新規拡張と 防災機能の強化充実は都立公園事業の重要な柱です。 本年６ 月に高井戸

公園の追加開園（ 約 14,110㎡） 等を 行いま し た。 篠崎公園、 城北中央公園、 林試の森公園等で引

き 続き 新規拡張整備を 進める と と も に、 猿江恩賜公園や蘆花恒春園、 中川公園等では災害時に備

えた非常用発電設備等の整備を行っていき ま す。

　 東京を代表する 庭園の一つ浜離宮恩賜庭園では、 お伝い橋の改修工事等を 行いま す。 ま た、 小

石川後楽園では通天橋の修復に着手し 、 旧古河庭園では引き 続き 洋館外壁の補修等を 進めま す。

こ の他の庭園についても 、 文化財庭園と し てのさ ら なる 価値の向上と 活用を めざし て計画的に修

復、 復元等を行っていき ま す。

　 シャ オシャ オ、 レ イ レ イ の双子のパンダ等で人気の恩賜上野動物園では、 新正門脇へのス タ ッ

フ 事務所の設置やサル山改修、 輸送施設の解体工事等に取り 組みま す。 ま た、 サバンナエリ アの

再整備の進む多摩動物公園ではト キ展示ゾーンの整備を進めていき ま す。

　 都立霊園の整備等も 本事務所の主要業務の一つです。 霊園利用者だけでなく 広く 都民が利用で

き る 「 霊園」 と 「 公園」 と が共存する 空間と なる よ う 、 区部の４ 霊園において再生事業を 進める

と と も に、 瑞江葬儀所、 青山葬儀所ではそれぞれ施設の建替えを進めていき ま す。

　 こ のよ う に幅広い業務を 所管する 東部公園緑地事務所は、「『 未来の東京』 戦略」 に掲げる 「 水

と 緑を 一層豊かにし 、 ゆと り と 潤いのある 東京」 の実現に向けて、 東京グリ ーン ビ ズを 推進し 、

以下の方針によ り 業務に取り 組んでま いり ま す。



令和六年度　 東部公園緑地事務所組織方針

○基本方針

１ 　「 未来の東京」 戦略に基づき、 成長と 成熟が両立し た持続可能な都市・ 東京の実現に向け総合

的な施策をよ り 現場に近い視点から 展開

２ 　「 Ｔ ＯＫ Ｙ Ｏ強靭化プロ ジェ ク ト 」 等に基づいた、組織の枠を超えて未来につながる 公園・ 庭園、

霊園、 動物園等の効果的・ 重点的な整備と 、 適正かつ効率的な管理運営の推進

３ 　 令和６ 年３ 月に改定し たパーク マネジメ ン ト マス タ ープラ ン に基づき、 それぞれの公園の個

性を生かし た多様な公園を創出する と と も に、 全ての公園の質・ 機能・ 価値を向上

４ 　「 シン・ ト セイ 」 戦略に基づき 、 Ｄ Ｘ を一層強化し 都民、 事業者が「 実感」 でき る サービ ス の

向上へと 構造改革を推進する と と も に職員の意識を改革

○重点方針

１ 　 バージョ ンアッ プし た「 未来の東京」 戦略及び「 Ｔ Ｏ Ｋ Ｙ Ｏ 強靭化プロ ジェ ク ト 」 に基づき、

強靭で持続可能な都市・ 東京の実現に向けた都市づく り を着実に推進する と と も に、 東京グリ ー

ンビズの下、 みどり と 生き る ま ちづく り を進める

２ 　 都立公園大改革の各プラ ン実現に向けて、 本庁、 東京都政策連携団体と 一体と なり 推進する

３ 　 建設局事業改革・ 推進戦略に基づき 、 既存の概念や前例にと ら われる こ と なく 、 仕事の進め方、

職員の意識改革、 建設 DX の推進など に迅速かつ弾力的に取り 組み、 整備効果の早期発現につ

ながる 事業執行力の一層の向上を図る

４ 　 利用者満足度を高める 適切かつ効率的な管理・ 運営を 行う ため、 指定管理者の指導監督の一

層の充実と 直営上野公園における 模範と なる 公園運営を 着実に進める と と も に、 公園の多面的

活用を 進める など、 公園の持つポテンシャ ルを 引き 出し 、 魅力を 一層高める ための取組を 進め

る

５ 　 関係部署や所内横断的な連携強化によ る 迅速で効率的な用地取得を 進める と と も に、 所事業

の進行管理を徹底する

６ 　 本年４ 月よ り 時間外労働の罰則付き 上限規制が建設業に適用さ れる こ と を踏ま え、 Ｄ Ｘ の推

進や働き 方改革など によ り 、 品質を確保し つつ建設業の生産性や魅力の向上に取り 組む

７ 　「 現場第一主義」 に立ち、 東京都政策連携団体、 本庁と のコ ミ ュ ニケーショ ンの円滑化と 組織

の機能強化を 図る と と も に、 24 時間・ 365 日体制で日頃から 高い危機管理意識を 持っ て職務に

取り 組み、 事故ゼロ を徹底、 発災時の対応力の向上を図る

８ 　 東京の緑を 支え続ける ため、 職員一人ひと り が、 幅広い視野と 高い情報収集の感度を 持ち、

技術と 知見の承継・ 研鑽、 専門能力の向上を 図る と と も に、 自由闊達な議論を通し て、 組織力

の向上と 一体感ある 職場づく り を進め、 ス ピード と 柔軟さ をも って課題解決を進める
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第１ 　 概　 　 　 要

１ 　 沿　 　 革

　 当事務所は、 平成 10 年度組織改正によ り 公園緑地事務所が３ 事務所から ２ 事務所構成と な

り 、 23 区全域の都立公園・ 都立霊園の整備及び管理、 風致地区の行為の許可事務等を 担当す

る 東京都東部公園緑地事務所と し て、 旧東京都北部公園緑地事務所庁舎に平成 10 年４ 月１ 日

発足し た。

年　 月　 日 旧南部公園緑地事務所 旧北部公園緑地事務所

昭和20年４ 月１ 日 東京都計画局の出先機関と し て、
東京都公園緑地南部出張所と し
て発足し た。

東京都計画局の出先機関と し て、
東京都公園緑地北部出張所と し
て発足し た。

昭和21年２ 月１ 日 東京都計画局が建設局と 改称さ
れる 。 東京都建設局公園緑地南
部出張所と 改称。

東京都計画局が建設局と 改称さ
れる 。 東京都建設局公園緑地北
部出張所と 改称。

昭和24年６ 月11日 東京都南部公園緑地事務所と 名
称が変わる 。

東京都北部公園緑地事務所と 名
称が変わる 。

昭和37年７ 月20日 庁舎の老朽化及び上野公園改造
計画に基づき 、 現在地の一画に
庁舎を新築。

昭和38年５ 月 庁舎の老朽化及び日比谷公園内
にあった法務省庁舎が移転し た
こ と によ り 、 日比谷公園大音楽
堂際に新築移転し た。

平成元年４ 月１ 日 庁舎の狭小と 老朽化及び上野公
園緑の相談所並びに上野公園総
合案内所開設計画に伴い、 現在
地に庁舎を新築移転し た。 １ 階
が緑の相談所、 ２ ・ ３ 階が北部
公園緑地事務所と なる 。

平成２ 年７ 月１ 日 庁舎の老朽化及び日比谷公園緑
の相談所（ 愛称「 日比谷公園グ
リ ーン サロ ン 」） の新規開設に
伴い、 新庁舎を建設し た。 １ 階
が緑の相談所、 ２ ・ ３ 階が南部
公園緑地事務所と なる 。

平成10年３ 月31日 平成10年度組織改正によ り 、 南部公園緑地事務所及び北部公園緑
地事務所を廃止。

平成10年４ 月１ 日 東京都東部公園緑地事務所と し て発足。
事業推進課設置。

平成13年４ 月１ 日 用地課を廃止し 庶務課に用地係設置。
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年　 月　 日 東部公園緑地事務所

平成18年４ 月１ 日 動物園関係組織の廃止（ 指定管理者制度） に伴い、 管理課に「 動

平成27年４ 月１ 日 オリ ンピ ッ ク ・ パラ リ ンピッ ク 会場整備関係組織を工事課内に設
置（ オリ ンピッ ク ・ パラ リ ンピ ッ ク 会場整備係）

平成28年４ 月１ 日 オリ ンピ ッ ク ・ パラ リ ンピッ ク 会場整備事務所を夢の島公園内に
設置

令和２ 年３ 月31日 オリ ンピ ッ ク ・ パラ リ ンピッ ク 会場整備事務所の廃止

物園管理担当係長」 及び工事課に「 動物園整備担当課長」 と 「 動
物園工事係」、「 多摩動物公園工事担当係長」、「 動物園設備担当係
長」 が配置さ れ、 従前の事務事業に、 動物園整備・ 動物園管理業
務が加わる 。 （ 東京都恩賜上野動物園、 東京都多摩動物公園、 東
京都井の頭自然文化園、 東京都葛西臨海水族園は、 平成１ ８ 年３
月３ １ 日付で東京都の組織が廃止、 指定管理者へ管理を移行： 公
益財団法人　 東京動物園協会）

【 東京都東部公園緑地事務所庁舎概要】

東京都東部公園緑地事務所
（ 事務所棟）

東京都東部公園緑地事務所（ 別棟）

所 在 地 〒110-0007　 東京都台東区上野公園７ －47

地  域  地  区  等
第１ 種中高層住居専用地域、 準防火地域、 第３ 種高度地区、 第１ 種文

教地区、 第２ 種風致地区、 都市計画公園

前 面 道 路 幅員（ 8.100～9.850m ） 敷 地 面 積 2,698.15㎡

建 築 面 積 630.22㎡ 191.29㎡

延 床 面 積 2,259.29㎡ 374.30㎡

建物構造
鉄筋コ ン ク リ ート 造（ 地上3階、
地下１ 階）

軽量鉄骨ブレ ース 構造（ 地上2階）

配置

・示展：ンロサンーリグ野上 （階１
休憩施設）

、課理管、課務庶、室長所 （階２
会議室： 2室、 女子休養室）

担当、 事業推進地用課務庶 （階３
課、 工事課、 男子休養室）

、庫倉類書・品物、場車駐 （階１
身障者用便所）

２ 階（ 会議室： ３ 室、便所、給湯室）
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２ 　 所掌事務と 区域

（ １ ）　 東京都 23 区全域における 都立公園、 霊園、 葬儀所に関する 事務を所掌する 。

（ ２ ）　 こ のほか、 多摩動物公園（ 日野市）、 井の頭自然文化園（ 武蔵野市・ 三鷹市） 及び八柱霊

園（ 千葉県松戸市） を所掌する 。

令和 6 年 6 月 1 日現在

種　 　 別
箇　 所　 数

開園面積（ ha）
総数 直営 指定管理者

公　 園 42 1 41 961.9

庭　 園 8 8 59.6

計 54 1

1

1

53 1116.4

霊　 園 5 5 158.5

葬儀所 2 1 4.7

動物園 4 4 94.9

計 7 163.1

《 参　 考》

○（ 財） 東京都公園協会に管理委託し た公園等

　 昭和 60 年 10 月委託　 ⇒　 青山霊園、谷中霊園、雑司ケ谷霊園、染井霊園、八柱霊園、青山葬儀所、

瑞江葬儀所 （ ５ 霊園２ 葬儀所）

　 昭和 61 年 ４ 月委託 ⇒　 芝公園、 戸山公園、 亀戸中央公園、 猿江恩賜公園、 夢の島公園、 潮

風公園、台場公園、城北中央公園、東綾瀬公園、篠崎公園、浮間公園、

東白鬚公園、 舎人公園、 赤塚公園、 石神井公園、 善福寺公園、 善福

寺川緑地、 和田堀公園 （ 18 公園）

　 昭和 61 年 ４ 月委託　 ⇒　 緑の情報センタ ー （ 緑の相談コ ーナー、 緑の図書館）

　 平成 ２ 年 ４ 月委託　 ⇒　 大泉中央公園 （ １ 公園）

　 平成 ３ 年 ４ 月委託　 ⇒　 日比谷公園緑の相談所、 上野公園緑の相談所、 水元公園緑の相談所

（ ３ 相談所）

　 平成 ４ 年 ４ 月委託　 ⇒　 林試の森公園、 木場公園 （ ２ 公園）

　 平成 ４ 年 ６ 月委託　 ⇒　 戸山公園緑の相談所、 木場公園緑の相談所 （ ２ 相談所）

　 平成 ５ 年 ４ 月委託　 ⇒　 祖師谷公園 （ １ 公園）

　 平成 ９ 年 ４ 月委託　 ⇒　 浜離宮恩賜庭園、旧芝離宮恩賜庭園、清澄庭園、小石川後楽園、六義園、

旧古河庭園、 向島百花園 （ ７ 庭園）

　 平成 10 年 ４ 月委託　 ⇒　 砧公園、 蘆花恒春園、 駒沢オリ ンピッ ク 公園 （ ３ 公園）

　 平成 11 年 ４ 月委託　 ⇒　 光が丘公園 （ １ 公園）

　 平成 12 年 ３ 月廃止　 ⇒　 緑の相談センタ ー及び緑の相談所廃止 （ 組織改正）

　 平成 13 年 ４ 月委託　 ⇒　 尾久の原公園、 中川公園 

　 平成 14 年 ４ 月委託　 ⇒　 葛西臨海公園、 大島小松川公園、 宇喜田公園　 　 　 　 　 　 （ ３ 公園）  

（ ２ 公園）

　 平成 13 年 10 月委託　 ⇒　 旧岩崎邸庭園 （ １ 庭園）
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 （ 31 公園、 ８ 庭園、 ５ 霊園、 ２ 施設）

 （ 恩賜上野動物園、 多摩動物公園、 井の頭自然文化園、 葛西臨海水族園）

－4－

○指定管理者制度の導入によ る 指定管理者への委任

　 平成 18 年 ４ 月委任　 ⇒　 日比谷公園、 上野恩賜公園、 横綱町公園、 代々木公園、 青山公園、

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 明治公園、 水元公園を除き 委任

 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ⇒　 動物園施設を委任

 

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ⇒　 汐入公園の開設に伴う 委任追加

　 平成 20 年 ４ 月委任　 ⇒　 青山公園、 明治公園、 横網町公園の委任追加

　 平成 21 年 ４ 月委任　 ⇒　 日比谷公園、 代々木公園、 水元公園の委任追加

　 平成 22 年 ７ 月委任　 ⇒　 東京臨海広域防災公園の開設に伴う 委任追加

　 令和 ５ 年 ５ 月委任　 ⇒　 練馬城址公園の開設に伴う 委任追加

○各区長への委任

　 平成 12 年４ 月１ 日　 ⇒　 23 区内における 風致地区の業務の一部

○第２ 次一括法に伴う 権限移譲

　 平成 24年４ 月１ 日　 ⇒　 23区内における 特別緑地保全地区の行為の規制等に係る 業務の全部

　 　 ※同地区内の都有地の管理のみ行っている 。

○政令改正に伴う 権限移譲

　 平成 26年４ 月１ 日　 ⇒　 23 区内における 風致地区の業務の全部

○事務所の直営管理

　 令和３ 年４ 月１ 日　 ⇒　 施設老朽化に伴う 建替えのため、 青山葬儀所が東部公園緑地事務所

　 　 　 　 　 直営管理と なった。

　 令和 ２ 年 ６ 月委任　 ⇒　 高井戸公園の開設に伴う 委任追加
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庶務、人事、給与、文書、福利厚生、庁舎及び庁有車管理、

広報、広聴、公文書の開示等連絡調整

予算、決算、歳入、歳出、契約、物品の管理、進行管理

工事、委託及び材料等の検査

事業用財産及び先行取得用地の管理

工事の計画・調査・設計、公園・代替地の造成等工事の調整

工事の計画・調査・設計

工事の施行及び監督

事業用地、事業用地の測量

都市公園、霊園等施設の施設維持管理

事業認可に係る調査・説明会、都市計画法の周知事務

都市公園、霊園等施設の管理及び占用等の許可、催物

事業用地の取得、物件移転、その他の損失補償

動物園に係わる占用及び使用許可、財産管理

公園等の利用調整

再生整備事業に関すること

緑化に係る普及活動啓発の調査実施

都市公園の管理及び占用等の許可、催物

不適正利用の適正化、不適正利用の適正化に係る

進行管理及び連絡調整

用地取得に伴う連絡調整、土地評価及び損失補償の調整、

事業用地の取得、物件委託、その他の損失補償（総括）

多摩動物公園に係る計画・調査・設計、

工事の施工及び監督

動物園の設備に係る計画・調査・設計、

工事の施工及び監督

庭園整備担当

霊園再生担当

工 事 担 当

文化財庭園整備の調整・計画・調査・設計、工事の施工

及び監督

霊園再生事業に伴う連絡調整、墳墓の移転に係る移転

補償・その他損失補償

測 量 担 当

設計総括担当

設 計 担当（3）

庶 務 担 当庶　務　課

管　理　課

事業推進課

工　事　課

動物園整備

担当課長

補修担当課長

経 理 担 当

検 査 担 当

用地調整担当

用地担当（3）

適正化担当

動物園管理担当

利用指導担当

管 理 担 当

管 財 担 当

維 持 担 当

事 業 担 当

緑化推進担当

再生整備担当

調整担当

動物園工事担当 動物園に係わる計画・調査・設計、工事の施工及び監督

動物園設備担当

多摩動物公園

　　　 工事担当

練馬城址公園整備担当 練馬城址公園の工事の計画・調査・設計

工事の計画・調査・設計設 備 担 当

輸送設備に係る計画・調査・設計、工事の

施工及び監督
輸送設備担当

３ 　 組織と 分掌事務

－7－

令和６ 年６ 月１ 日現在
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4 　 職員の配置

事
務

土
木

造
園

1 1 <1> 11 1 <1> 14 1 2 <1> 17

課長代理（庶務担当） 1 1 1

課長代理（経理担当） 1 1 1

課長代理（検査担当） <1> 1 <1> 1 <1> 1

課長代理（用地調整担当） 1 1 1

課長代理（用地担当） 3 3 3

小　　計 1 1 <1> 17 <1> 1 1 <2> 21 1 2 <2> 24

1 8 2 <1> 2 <1> 1 1 <2> 15 9 4 28

課長代理（管理担当） 1 1 1

課長代理（適正化担当） 1 1 1

課長代理（動物園管理担当） 1 1 1

課長代理（利用指導担当） 1 1 1

課長代理（調整担当） 1 1 1

課長代理（管財担当） 1 1 1

課長代理（維持担当） 1 1 1

小　　計 1 14 2 <1> 3 <1> 1 1 <2> 22 9 4 <2> 35

1 3 5 9 1 10

課長代理（事業担当） 1 1 1

課長代理（緑化推進担当） 1 1 1

課長代理（上野再生整備担当） 1 1 1

課長代理（測量担当） 1 1 1

小　　計 1 4 8 13 1 14

1 2 2 6 6 3 4 <1> 17 <1> 41 2 2 45

課長代理（設計総括担当） 1 1 1

課長代理（設計担当） 1 1 1 3 3

課長代理（設備担当） 1 1 1

課長代理（霊園再生担当） 1 1 1

課長代理（庭園整備担当） 1 1 1

課長代理（練馬城址公園整備担当） 1 1 1

課長代理（工事担当） 1 1 1

課長代理（動物園工事担当） 1 1 1

課長代理（多摩動物公園工事担当） 1 1 1

課長代理（動物園設備担当） 1 1 1

課長代理（輸送設備担当） 1 1 1

小　　計 1 2 3 7 6 5 6 <1> 24 <1> 54 2 2 <1> 58

2 1 4 <1> 34 <1> 12 7 5 8 <2> 35 <1> 1 1 <5> 110 13 8 <5> 131

※再任用職員を<　>内書

合　　計

管理職

事業推進課

工事課

小
計

　庶務課

　管理課

農
園
芸

１
―

技

一般職員

４　職員の配置

会
計
年
度
任
用
職
員

(
専
門
職

)
合
計事

務
土
木

建
築

機
械

電
気

造
園

会
計
年
度
任
用
職
員

(
ア
シ
ス
タ
ン
ト
職

)

令和6年6月1日現在

職種

所属
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５ 　 令和６ 年度予算と 令和５ 年度決算
東部公園緑地事務所

　　歳　入
（単位：千円）

　使 用 料 及 手 数 料 7,684,263 5,713,282

　使　  用  　料 7,676,826 5,705,449

　土 木 使 用 料 7,676,826 5,705,449

3,161,981 3,174,213

4,194,790 2,062,010

320,055 469,226

　手　　数　　料 7,437 7,833

　土 木 手 数 料 7,436 7,829

418 548

7,018 7,281

　諸　手　数　料 1 4

1 4

　諸　　 収　 　入 22,758 38,203

0 0

　延　　滞　　金 0 0

0 0

0 0

8,909 10,161

　不用品売払代金 8,909 10,161

　雑　　　　　入 13,849 28,042

　納　　付　　金 0 0

0 0

　庁舎管理費等収入 13,849 15,356

13,849 15,356

0 0

　契 約 違 約 金 0 422

0 422

　雑　　　　　入 0 12,264

0 12,264

7,707,021 5,751,485

　諸 費 弁 償 金

科　　　　　　目 令和６年度予算額 令和５年度決算額

公園及付属施設

動 物 園

霊 園 葬 祭 施 設

証　明　閲　覧

霊園使用許可証交付

情　報　公　開

延 滞 金 及 加 算 金

　弁償金及報奨金

　物品売払代金

雇用保険料納付金

合　　　　　 　　 計

光　熱　水　費

通   信   費

契 約 違 約 金

雑　　　　　入
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　歳　出
( 単位：千円 )

27,745,292 15,725,319 12,019,973 9,579,905 61%

257 15 242 126 840%

  管理費 257 15 242 126 840%

30,000 0 30,000 0 -

  交通安全施設費 30,000 0 30,000 0 -

27,715,035 15,725,304 11,989,731 9,579,779 61%

  管理費 28,399 27,002 1,397 19,940 74%

  公園管理費 461,671 448,085 13,586 427,224 95%

  動物園管理費 3,777 4,831 ▲ 1,054 2,838 59%

  霊園葬儀所管理費 0 4,721 ▲ 4,721 0 -

  公園整備費 23,909,792 12,144,278 11,765,514 7,317,524 60%

 （用地補償費内書） (16,824,000) (5,338,000) (11,486,000) (2,668,580) (50%)

　動物園整備費 1,997,192 2,009,293 ▲ 12,101 1,049,790 52%

  霊園葬儀所整備費 1,314,204 1,087,094 227,110 762,463 70%

0 0 0 0 -

0 0 0 0 -

  過誤納還付金 0 0 0 0 -

13,559 13,202 357 12,538 95%

13,559 13,202 357 12,538 95%

  自然環境費 13,559 13,202 357 12,538 95%

142,871 45,540 97,331 46,108 101%

142,871 45,540 97,331 46,108 101%

  就業促進費 142,871 45,540 97,331 46,108 101%

27,901,722 15,784,061 12,117,661 9,638,551 61%

2,111,000 2,110,000 1,000 1,928,574 91%

2,111,000 2,110,000 1,000 1,928,574 91%

　諸用地先行取得費 2,111,000 2,110,000 1,000 1,928,574 91%

30,012,722 17,894,061 12,118,661 11,567,125 65%

「予算額」は年度当初に本庁から示される配付計画額であるため、年度途中の追加配付を受け執行した場合、
執行率が100％を超えることがある。

令和６年度の就業促進費は、上野恩賜公園と水元公園分が所起工であるため、2件の合計額を明記する。

会
計

総 　　合　 　計

　環境費

　環境保全費

　産業労働費

　労働費

　用地費

　用地買収費

一

般

会

計

　土木費

　土木管理費

５ 年 度
執 行 率

款 項 目
※１　(A) ※１　(B) (A-B) (C) (C/B)％

５ 年 度
決 算 額

科  　目 ６ 年 度
予 算 額

５ 年 度
予 算 額

予算増減

　道路橋梁費

　公園霊園費

　諸支出金

　諸費

※１

※２

一 般 会 計　合 計

用
地
会
計
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第２  主 要 事 業 

１  公園・ 緑地の計画及び事業 

（ １ ）  公園・ 緑地の役割  

1400 万人以上の都民が暮ら し 、日本の経済社会活動の中心地である 首都東京において、都立

公園は次のよ う に多面的な機能や役割を 果たす重要な都市イ ンフ ラ と し て、 なく てはなら ない

存在である 。   

 

① 都市景観に風格を も たら すと と も に、 季節感を 与え、 人々にう る おいや安ら ぎを 与える  

② 大気の浄化、 ヒ ート アイ ラ ンド 現象の緩和など 、 良好な都市環境の提供   

③ 自然と のふれあい、 健康運動、 文化活動等、 多様な活動の拠点と なる レ ク リ エーショ ン や

憩いの場の形成 

④ 雨水の貯留浸透の場、 災害時の避難場所や救出救助活動拠点と なる など 、 都市の安全性向

上  

⑤ 多様な生物の生息空間と なる など 、 生物多様性の保全 

⑥ 地域交流や連携の拠点、 観光対象と なる など 、 豊かな地域づく り と 地域の活性化 

 

そし て近年、 気候変動によ り 激甚化する 風水害など 「 社会的な課題解決への緑の活用」 や、

新型コ ロ ナを 契機と し た「 開放的な緑空間等へのニーズ」 の高ま り 、 さ ら には、 関東大震災か

ら 100 年、 震災復興等も 含め「 積み重ねてき た緑の機能を 最大限発揮」 さ せる こ と が求めら れ

ており 、 公園・ 緑地の機能や役割が改めて認識さ れている 。   

 

し かし ながら 、 東京においては、 公園や緑地の面積は未だ十分と は言えず、 上記の役割を 果

たすためには、 都立公園を 引き 続き 着実に整備し ていく 必要がある 。  

 

（ ２ ） 公園・ 緑地計画の沿革 

 ア 公園の始ま り  

東京における 公園の歴史は、 1873年の太政官布達によ り 、 かねてよ り 市民の慰楽の地と し

て親し ま れてき た上野、 浅草、 芝、 深川及び飛鳥山の５ 公園が指定さ れたこ と に始ま っ た。 

その後、 1889年に東京市区改正設計に基づく 「 公園」 と し て、 日比谷公園を 始めと する 49 

か所（ 約330ha） が新たに造成する 計画的な公園と し て決定さ れた。  

 イ  都市計画への位置づけ 

1919年に都市計画法（ 旧法） が制定さ れ、 「 公園」 が道路や河川と 同じ 都市計画施設（ 用

地を 取得し て設置する 公共施設） と し て位置付けら れた。 その際、 東京市区改正条例によ り

決定さ れた「 公園」 も 都市計画法に基づく 「 公園」 と し て位置付けら れた。  

その後、1923年に発生し た関東大震災の復興計画の一環と し て新たに隅田公園、浜町公園、
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錦糸公園の３ 大公園と 52か所の小公園が都市計画決定さ れ、 ただちに事業化さ れた。  

1940年には都市計画法が改正さ れ、 新たに「 緑地」 （ 公園のよ う な利用を目的と する も の

ではなく 、 オープン ス ペース と し て存在する こ と を目的と する ） が都市計画施設と し て位置

づけら れた。 ま た、 戦時中の1941年改正防空法によ り 、 都市に対する 空襲被害が出た場合の

避難場所、 ま た延焼を 防ぐ 目的の空地と し て「 防空緑地」 が位置付けら れた。  

こ れを受け、 砧・ 神代・ 小金井・ 舎人・ 水元・ 篠崎の通称「 防空大緑地」 が「 緑地」 と し

て都市計画決定さ れた。 ま た、 1942年には、 駒沢・ 和田堀・ 上板橋・ 浮間・ 善福寺・ 石神井・

高井戸等が、 1943年には祖師ケ谷・ 赤塚・ 東淵江等が都市計画決定さ れ急速な事業化が図ら

れた。  

ウ  環状緑地計画の策定 

1945年の太平洋戦争終了後、 焦土と 化し た東京の再建のため、 戦災復興大緑地構想が次の

内容で策定さ れた。  

① 環状に一定（ １ ～４ km ） の間隔で、30haから 100haの面積を有する 大規模な緑地を 配し 、

それぞれを広いグリ ーンベルト で結ぶ。  

② 放射方向については、 環状の大規模な緑地から 都市中心部に向っ てく さ び状に緑地を導

入し 、 生活圏を それぞれ分離する 。  

こ の構想のも と に青山公園、 明治公園など 約3,200ha の東京復興都市計画公園・ 緑地を 決

定し た。  

エ 都市公園法の制定と 都市計画公園・ 緑地の再検討 

戦後の急激な街並みの復興や占領政策等の諸情勢の変化に対応し て1950年には都市計画

全体が縮小さ れた。 それに伴い公園・ 緑地計画も 廃止縮小など 後退を余儀なく さ れた。  

1956年には、 公園の管理法と し て「 都市公園法」 が施行さ れた。 それま での公園は、 単な

る 空き 地と し て見ら れる こ と が多く 、 他に機能が転用さ れ、 ある いは不適正な管理が行われ

る こ と が相次いでいた。 「 都市公園法」 は都市公園の保存を 図る ため、 廃止の際の代替公園

の設置、 占用物件の制限、 建築面積の制限など 空地の保存を 主眼と し ていた。 こ の「 都市公

園法」 の制定によ り 、 都市公園が将来にわたっ て存続する 施設である こ と の根拠を得た。  

一方、 日本経済の立ち直り は早く 、 各方面にわたる 復興と 成長は急激な都市の膨張を ひき

おこ し た。 こ れによ り 公園や緑地の用地確保が困難と なっ た。 そのため、 今ま での都市計画

公園・ 緑地の再検討が行われる こ と になった。  

1957年以前の公園・ 緑地計画は以下の系列の計画が併存し ていた 

・ 東京市区改正設計の系列（ 日比谷公園を含む都市計画中央公園ほか）  

・ 関東大震災から の震災復興特別都市計画系列（ 隅田公園ほか）  

・ 東京特別都市計画によ る 緑地（ 防空緑地ほか）  

・ 太平洋戦争から の復興特別都市計画系列（ 明治公園ほか）  

こ れら の都市計画公園・ 緑地について東京全体の公園の配置計画を 見据えた再検討がなさ

れた。 従来の公園のう ち事業施行不可能なも のを 廃止し 、 その代わり に河川、 池沼、 社寺境

内地等の公共空地の積極的確保が新たに加えら れた。 こ の計画は、 東京都市計画公園・ 緑地

と し て全て都市計画審議会に諮ら れ一元化さ れた。 こ れによ り 、 現在の東京都市計画公園・
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緑地の骨格が形づく ら れた。  

オ 近代～現代の公園緑地計画 

1970年代から 1980年代初頭にかけては、 緑のマス タ ープラ ンの策定と も 相ま って政府機関

の移転跡地や、 基地返還跡地など に大規模な公園（ 光が丘公園、 大泉中央公園など ） が計画

決定さ れた。  

 

（ ３ ） 公園・ 緑地の整備事業 

 ア 戦前・ 戦後の公園事業 

都市計画決定さ れた公園・ 緑地を 開設する ためには、 都市計画事業と し ての認可を 得たう

えで、 用地を 取得し 、 整備工事を 行う 必要がある 。  

東京の都市計画公園・ 緑地の事業は、 度重なる 大災害や戦災から の復興、 社会経済情勢の

変化を 踏ま えた変更を 余儀なく さ れてき た。  

1957年の都市計画公園・ 緑地の再検討以前に事業がほぼ完了し たのは、 東京市区改正設計

（ 旧設計） によ る 日比谷公園、 震災復興計画によ る 55公園及び砧・ 神代・ 小金井・ 舎人・ 水

元・ 篠崎の６ 箇所の防空大緑地の用地買収であっ たが、 他の都市計画公園・ 緑地は事業化に

難航し 、 次々と 計画の縮小を求めら れた。  

ま た、 用地買収を ほぼ終えていた防空大緑地は、 食糧増産の場と し て地元の農事組合等に

貸付け、 防空緑地と し ての機能を維持し てき た。 し かし 、 戦後の農地解放によ り 、 買収済み

であっ た緑地745haのう ち、463haを 手放すこ と と なっ た。こ の際に失われた緑地については、

後の都市計画事業と し て改めて着手さ れ、用地取得、整備を進めながら 、現在に至っ ている 。   

 イ  大規模用地の公園事業化 

1970年代から 1980年代初頭にかけて、 政府機関の移転跡地や、 基地返還跡地に計画さ れた

光が丘公園や大泉中央公園など 大規模な公園が計画決定さ れ、 順次整備開園さ れていっ た。 

 ウ  「 都市計画公園・ 緑地の整備方針」 の策定 

イ のよ う に一団の用地が確保でき た公園は、 整備事業がス ムーズに進んだ一方、 その他の

民有地の事業化は困難を 極めた。 1957年に都市計画決定し たも のの整備に着手し ていない区

域は2005年当時約2,600haにのぼっ ていた。  

都市計画公園・ 緑地の区域内の土地は、 都市計画法第53条に基づく 建築規制（ 木造２ 階建

て、 地下なし ） がかかる ため、 地権者の負担が大き く 、 都市計画公園の計画的な事業化が求

めら れた。  

こ のため、 2006年には東京都都市計画審議会答申「 東京ら し いみど り を つく る 新戦略」 を

踏ま え「 都市計画公園・ 緑地の整備方針」 を 都と 区市町合同で策定し た。  

整備方針の内容と し ては、 未整備の都市計画公園・ 緑地のう ち今後10年以内に整備に着手

する 区域を「 優先整備区域」 と し て指定・ 公表する 一方、 優先整備区域外の区域については

建築規制の内容を 緩和する も のであっ た。  

「 都市計画公園・ 緑地の整備方針」 はその後2011年、 2021年の２ 度改定さ れた。 現在はこ

の2021年改定の整備方針に沿って、 「 優先整備区域」 の2030年度ま での事業認可取得に向け

て取り 組んでいる 。 なお、 当所管内の「 重点公園・ 緑地」 は22 公園・ 緑地、 「 優先整備区
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域」 は面積約52haである 。  

エ 「 未来の東京戦略」 における 公園整備事業 

  2024年１ 月策定の「 未来の東京戦略Version up 2024」 においては、 「 東京グリ ーンビ ズの

旗印の下、 緑を 「 ま も る 」 「 育てる 」 「 活かす」 取組を 強化し 、 東京の緑の価値を 総合的に

向上」 さ せる と し 、 2026年度には都立公園の面積を累計2,098haと する 目標である 。  

 

（ 4）  事業説明・ 用地測量 

都市計画公園・緑地の、事業認可の取得に先立ち、事業関係者の皆さんからのご理解・ご協

力が得られるよう、「事業・測量説明会」を開催し、都市計画事業の仕組みや計画内容の説明

を行っている。また、認可告示後には「用地説明会」を開催するなどして、用地取得に対する

理解を深める機会を設けている。 

事業における測量は、関係者の貴重な財産である土地を取得させていただくため、境界や面

積を確定し、評価額を算定するための基礎となる重要な作業である。そのための境界確定作業

は、公図や登記資料等に基づき再現した境界点を、関係人立会の下に確認していくため、細や

かな配慮のもと、丁寧に作業を進めている。 
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戸

中
央

公
園

1
0
.6

昭
和

4
8

年
3

月
3

日

都
  

24
3

平
成

26
年

4
月

1
8
日 関
 2

2
7

0
.3

6
令

和
4
年

3
月

1
6
日 関

 1
0
1

0
.3

6
平

成
26

年
4月

1
8
日

～
令

和
7
年

3
月

3
1
日

亀
戸

中
央

公
園

目
黒

公
園

1
4
.2

平
成

3
1

年
3

月
8

日

都
  

2
67

令
和

2
年

4
月

2
日

関
17

9
0
.1

8
令

和
2
年

4
月

2
日

関
1
7
9

0
.1

8
令

和
2
年

4
月

2
日

～
令

和
7
年

3
月

3
1
日

林
試

の
森

公
園

令
和

5
年

4
月

3
日

関
11

8
1
.8

令
和

5
年

4
月

3
日

関
1
1
8

1.
8

令
和

5
年

4
月

3
日

～
令

和
1
1
年

3
月

3
1
日

代
々

木
公

園
6
5
.8

昭
和

5
1

年
7

月
1
3

日

都
  

6
86

平
成

2
8年

7
月

2
0日 関

 2
5
8

0
.4

令
和

3
年

1
月

5
日

関
 0

02
0
.4

平
成

2
8年

7
月

2
0日

～
令

和
7
年

3
月

3
1
日

代
々

木
公

園

善
福

寺
公

園
1
0
.9

昭
和

3
2

年
12

月
2
1

日

建
  

1
6
89

昭
和

2
7
年

1
2月

1
9日

建
 1

4
7
1

2
.0

1
令

和
3
年

1
月

5
日

関
 0

03
0
.2

7
昭

和
2
7年

1
2月

19
日

～
令

和
1
1
年

3
月

3
1
日

善
福

寺
公

園
令

和
5
年

2
月

1
7
日 関

 0
3
5

0
.3

6
令

和
5
年

2
月

1
7
日 関

 0
35

0
.3

6
令

和
5
年

2
月

1
7
日

～
令

和
9
年

3
月

31
日

善
福

寺
川

緑
地

2
8
.6

昭
和

3
5

年
3

月
31

日

建
  

7
9
6

令
和

5
年

2
月

17
日 建

 7
9
6

1
8
.4

令
和

4
年

3
月

1
7
日 関

 1
0
6

1
8
.4

昭
和

3
5
年

3
月

3
1
日

～
令

和
1
1

年
3

月
3
1

日
善

福
寺

川
緑

地

都市計画公園・ 緑地事業の状況

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 令和５ 年 6 月１ 日現在
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都
市

計
画

事
業

認
可

施
行

期
間

主
な

都
立

公
園

名
称

公
園

・
緑

地
名

称
面

積

h
a

告
示

年
月

日

番
　

　
　

号

当
初

告
示

年
月

日

番
　

　
号

面
積

h
a

最
終

告
示

年
月

日

番
　

　
号

面
積

h
a

和
田

堀
公

園
5
4.

4

昭
和

5
1

年
1
2

月
2
4

日

都
  

1
25

6

昭
和

3
2
年

1
1月

2
5日

建
 1

4
8
3

5.
79

令
和

3年
1月

5
日

関
 0

0
4

2
5
.9

6
昭

和
32

年
1
1
月

2
5
日

～
令

和
1
2年

3
月

3
1日

和
田

堀
公

園
平

成
2
5
年

6
月

1
4
日 関
 3

0
1

0
.3

令
和

6年
3月

1
9
日 関

 1
0
5

0
.3

平
成

25
年

6
月

1
4
日

～
令

和
1
1年

3
月

3
1日

平
成

2
8
年

8
月

3
1
日 関
 2

8
1

4
.3

平
成

28
年

8
月

3
1
日 関
 2

8
1

4
.3

平
成

28
年

8
月

3
1
日

～
令

和
8
年

3月
3
1日

祖
師

ヶ
谷

公
園

5
3
.3

3

昭
和

3
2

年
1
2

月
2
1

日

建
  

1
68

9

平
成

1
年

3
月

20
日 建

 6
6
5

4
.0

3
令

和
4年

3
月

1
6
日

関
 9

9
7.

3
7

平
成

1年
3月

2
0
日

～
令

和
1
0年

3
月

3
1日

祖
師

谷
公

園
平

成
3
0年

4月
1
8
日 関

 1
6
5

0
.7

3
令

和
5年

2
月

2
0
日 関

 0
3
9

0
.7

3
平

成
30

年
4月

1
8
日

～
令

和
1
0
年

3
月

3
1日

令
和

4
年

1
月

2
5
日 関

 0
2
3

0.
1

令
和

4
年

1
月

2
5
日 関

 0
2
3

0.
1

令
和

3年
1
月

2
5
日

～
令

和
8
年

3
月

3
1
日

上
板

橋
公

園
4
3
.6

昭
和

5
1

年
7

月
1
3

日

都
  

6
86

平
成

8
年

3
月

7
日

建
 3

9
3

0.
4

令
和

4
年

3
月

1
7
日 関

 1
0
5

4.
2

平
成

8
年

3
月

7
日

～
令

和
1
3
年

3
月

3
1
日

城
北

中
央

公
園

平
成

2
6

年
4

月
18

日

関
 2

2
5

4
.9

7
令

和
6

年
3

月
1
9

日

関
 1

06
4
.9

7
平

成
2
6

年
4

月
18

日

～
令

和
16

年
3

月
3
1

日

石
神

井
公

園
4
1
.1

平
成

2
6

年
11

月
2
8

日

都
  

1
5
74

平
成

2
5年

6
月

1
4日 関

 3
0
2

0
.3

令
和

6
年

3
月

1
9

日

関
 1

07
0
.3

平
成

2
5年

6
月

1
4日

～
令

和
1
1
年

3
月

3
1
日

石
神

井
公

園
昭

和
2
8
年

3
月

3
0日 建

 3
6
7

1
.9

9
令

和
2
年

2
月

5
日

関
 2

9
9
.0

昭
和

2
8年

3
月

3
0日

～
令

和
9
年

3
月

3
1
日

練
馬

城
趾

公
園

2
6
.6

6
昭

和
3
2年

12
月

21
日

都
  

1
6
8
9

令
和

3
年

6
月

8
日

関
 2

1
6

13
.4

2
令

和
3
年

6
月

8
日

関
 2

16
13

.4
2

令
和

3
年

6
月

8
日

～
令

和
1
6

年
3

月
3
1

日
練

馬
城

址
公

園
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都
市

計
画

事
業

認
可

施
行

期
間

主
な

都
立

公
園

名
称

公
園

・
緑

地
名

称
面

積

h
a

告
示

年
月

日

番
　

　
　

号

当
初

告
示

年
月

日

番
　

　
号

面
積

h
a

最
終

告
示

年
月

日

番
　

　
号

面
積

h
a

舎
人

公
園

6
9.

5
平

成
8

年
8

月
2
3

日

都
  

 9
8
1

昭
和

5
1
年

1
0月

6
日

建
 1

3
5
4

5
.0

令
和

3年
1月

5
日

関
 0

0
5

65
.9

昭
和

51
年

1
0
月

6
日

～
令

和
8
年

3月
3
1日

舎
人

公
園

浮
間

公
園

1
2
.7

5
昭

和
3
2

年
1
2

月
2
1

日

建
  

16
8
9

昭
和

3
5
年

1
2月

9
日

建
 2

5
9
6

1
2.

1
5

令
和

3年
1月

2
7
日

関
 2

1
0
.2

昭
和

35
年

1
2
月

9
日

～
令

和
9
年

3月
3
1日

浮
間

公
園

赤
塚

公
園

3
2
.1

平
成

1
1

年
2

月
2
6

日

都
  

18
4

平
成

2
年

9
月

11
日 建
 1

5
5
5

0.
5

令
和

5年
2
月

2
0
日 関

 0
4
0

0.
7
5

平
成

2年
9月

1
1
日

～
令

和
1
0年

3
月

3
1日

赤
塚

公
園

水
元

公
園

14
5
.0

平
成

1
6

年
8

月
1
3

日

 都
  

12
8
8

昭
和

6
2
年

4
月

1
1
日 建
 9

5
7

3.
2

令
和

4年
3
月

1
6
日 関

 1
0
0

1
0
6

昭
和

46
年

12
月

2
日

～
令

和
1
0
年

3
月

3
1日

水
元

公
園

昭
和

4
6
年

1
2
月

2
日

建
 1

9
2
1

6.
3

篠
崎

公
園

8
6
.5

平
成

2
7

年
1
0

月
2

日

都
  

1
48

5

平
成

2
7年

7月
3
1
日 関

 3
0
4

1.
0

令
和

4年
3
月

1
7
日 関

 1
0
4

1.
0

平
成

27
年

7月
3
1
日

～
令

和
1
2
年

3
月

3
1日

篠
崎

公
園

平
成

5
年

1
月

1
2
日

建
 4

6
0
.4

2
令

和
2
年

2
月

5
日

関
 2

8
6.

5
平

成
5年

1
月

1
2
日

～
令

和
7
年

3
月

3
1
日

平
成

3
0年

4月
1
8日 建

 1
6
6

7
.8

8
平

成
3
0年

4月
1
8日 建

 1
6
6

7
.8

8
平

成
3
0年

4月
1
8
日

～
令

和
1
5年

3月
31

日

宇
喜

田
公

園
2
0
.0

昭
和

3
2

年
1
2

月
2
1

日

建
  

1
6
89

平
成

1
8年

3月
2
2日 関

 1
2
6

0.
6

令
和

4
年

3
月

1
6
日

関
 9

8
0
.3

2
平

成
1
8年

3月
2
2
日

～
令

和
1
0
年

3
月

3
1
日

宇
喜

田
公

園

※
番

号
欄

　
都

：
東

京
都

告
示

、
建

：
建

設
省

告
示

、
関

：
関

東
地

方
整

備
局

告
示

を
示

す
。



－18－－18－

２ 　 事業用地の取得

（ 1） 令和６ 年度　 用地取得予定 （ 2） 令和５ 年度　 用地取得実績

　 当所管内での用地取得は、 平成10年度から 都内23区全域を対象にし ており 、 令和６ 年度は、

主に篠崎公園・ 和田堀公園・ 城北中央（ 上板橋） 公園・ 林試の森（ 目黒） 公園において用地取

得を行う 予定である 。

　 なお、 令和６ 年度の用地取得予定公園及び令和５ 年度の用地取得実績は次表のと おり である 。

地用償補地用

棟－件㎡模規棟㎡模規

篠 崎 公 園 3,009 19 篠 崎 公 園 5,026 56 － 37

上 板 橋 公 園

（ 城北中央公園）
2,815 10

目 黒 公 園

（ 林試の森公園）
12,048　 　 　 　 0

上 板 橋 公 園

（ 城北中央公園）
1,001 7 － 4

和 田 堀 公 園 1,884 11 和 田 堀 公 園　 　   914 　 8 －　  7

善 福 寺 川 緑 地　 　   100　  1 － 0

84－27140,704657,91合　 　 　 計

補償
分区分区

合　 　 　 計

事

業

地

事

業

地
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３ 　 動物園の計画及び事業

（ 1）　 都立動物園・ 水族園の状況

　 動物園・ 水族園は、 多様な野生動物の行動や生態、 生息環境を伝え、 その保全に取り 組む必要

性を学ぶ場であり 、 あわせて憩いや安ら ぎの場を提供し ている 。

　 都は、 平成 23 年９ 月に都立動物園・ 水族園の目指す姿と それを実現する ための取組の方向を示

す「 都立動物園マス タ ープラ ン」 を公表、 プラ ンに基づき 野生動物の保全に貢献し 、 賑わいを創

出する ための取組を行っ てき た。 計画終了に伴い、 令和２ 年11月に「 第２ 次都立動物園マス タ ー

プラ ン」 を新たに策定、 社会環境の変化等に適切に対応し 、 持続可能な社会の実現を目指す方向

性と 取組を示し た。

（ 2）　 都立動物園マス タ ープラ ン

ア  計画期間と 対象

令和３ 年度から 令和 12 年度ま での概ね 10 年間

都立動物園・ 水族園（ 建設局所管の恩賜上野動物園、 多摩動物公園、 葛西臨海水族園及び井の

頭自然文化園、 環境局所管の大島公園動物園）

イ  都立動物園の目指す姿と 取組の方向

快適な観覧環境と 魅力的

な展示や催し で、 あらゆる

人々をひき つけよう

 展示施設や催し の魅力向上を図り 、 国

　 内外から の多様な来園者をひきつける

 多様な来園者が快適に過ごせ、 ホスピ

　 タ リ ティ に満ちた、 満足度の高い都立

　 動物園を創る

魅せる
み

目指す姿

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

野生動物そし て地球への

理解を深めるため、 多様

な情報を伝えていこ う

 タ ーゲッ ト を定めた多様なプログラ ム

　 やふれあい活動を実施し 、 効果的に情

　 報を発信する

 多様な主体と の協働の取組を進め、 環境

　 学習をより 積極的かつ効果的に実施する

伝える
環
境
学
習

野生動物の多様性、 地球

環境を守り 、 次世代に確

実に引き継いでいこ う

 希少種の保全など生息域外保全の取組

　 を強化すると 共に、 生息域内保全にも

　 貢献し ていく

 アニマルウェ ルフ ェ ア（ 動物福祉）に配

　 慮し た飼育展示や施設整備を推進する

守る
種
の
保
存

野生動物保全の技術を

継承し 発展さ せ、 化学的

な知見を極めていこ う

 こ れまで培っ てきた展示手法や飼育繁殖

　 技術等を継承・ 発展し 、 発信し ていく こ

　 と で、 動物園・ 水族館の発展に寄与する

 調査・ 研究の一層の推進と 外部研究機

　 関等の多様な主体と の連携を図る

極める調
査
・
研
究

取組の方向
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　 恩賜上野動物園は、 明治６ 年に博物館、 動物園の適地と し て計画さ れた国立博物館の付属施設

と し て出発し ており 、 同14年１ 月に着工、 翌15年３ 月に竣工・ 開園し た日本最古の動物園である。

創設の目的は博物教育に主眼が置かれ、 開園面積は約１ ha、 農商務省の所管であっ た。 その後、

同19年に宮内省所管と なり 、 帝室直営の博物館施設と し て予算にも 恵ま れ、 施設の改良増設がさ

れている 。

　 大正13年に東京市に下賜さ れた後は、 檻や囲いをでき る だけ廃し 、 動物と 観覧者と の距離を 縮

めた生態観察に留意し た施設と し て改造し ている 。 第二次大戦末期には空襲など によ る 被害を 考

慮し て猛獣等を処分する 事態と なったが、 施設への被弾は一部のみで終戦を迎えた。

　 戦後は市民のレ ク リ エーショ ンの場と し て動物園全盛時代を迎え、 昭和24年に東照宮周辺や不

忍池北側、 同26年には不忍池北側を 拡張し た。 昭和27年に海水水族館の新設、 交通局によ る 連絡

用モノ レ ールの運行が昭和32年に開始さ れ、 複数年にわたり 建設し たアフ リ カ生態園が昭和34年

に竣工、 昭和39年には80周年記念事業と し て水族館が開館し た。 一方、 動物舎は建造から 約50年

を 経過し 老朽化し たため開園100周年を目指し ての大改造計画に着手し 、 新ゾ ウ 舎（ 昭和43年）、

ゴリ ラ 舎（ 同44年） 、 猛禽舎（ 同45年） 、 動物病院（ 同48年） 、 猛獣プロ ムナード と ペンギン池

（ 同49年） 等が順に完成し た。

　 ま た、 昭和47年10月には日中国交回復を 記念し てジャ イ アント パンダ２ 頭が贈呈さ れ、 入園者

数は倍増し 年間800万人近く ま で及んだ。 平成20年４ 月に「 リ ンリ ン」 が死亡し たこ と でジャ イ

アン ト パンダが一時不在と なる が、 三年後の平成23年2月には新たなペア「 リ ーリ ー」 と 「 シン

シン」 が来園し た。 都は中国野生動物保護協会と 協定を 締結し 、 共同でジャ イ アント パンダ繁殖

研究プロ ジェ ク ト を進めており 、 平成29年６ 月12日には「 シャ ンシャ ン」（ 令和５ 年３ 月中国に返

還）が、 令和３ 年６ 月23日には恩賜上野動物園初の双子と なる 「 シャ オシャ オ・ レ イ レ イ 」 が誕

生し た。

　 近年は、 生息環境を再現し 動物本来の行動を導き 出す行動展示や動物福祉の向上を 目指し た動

物舎及び老朽化施設の再整備を 進めている 。 耐震化のため解体し 仮設門で運用し てき た正門は、

令和４ 年３ 月に建て替えを終え、 引き 続き 南側に、 幹回り 2.8m のク ス ノ キを移植し たう えス タ ッ

フ 事務所の整備を行っている 。

　 ま た、 モノ レ ールについては老朽化に伴い令和５ 年12月に廃止し 、 現在は既存モノ レ ールに代

わる 新たな乗り 物の整備に向けて、 既存施設の解体を進めている 。

ウ  施設更新における方向性

　 施設を更新し ていく 上では、 動物園や水族館と いう 施設の特殊性を踏ま えた対応が不可欠な

こ と から 、 常に最新の情報や知見に基づき 、 計画的に取り 組む必要があり 、 本計画だけでなく 、

飼育展示計画や教育普及計画、 各園基本方針などを踏ま えて検討する 必要がある 。 各園のエリ

ア区分やエリ ア内での施設の配置や規模などについては、 動物の飼育展示施設単体で捉える の

ではなく 、 各展示エリ ア全体の中でバリ アフリ ーを含めた利用動線、 各施設や機能の集約・ 再

配置等の視点で、 柔軟に検討し ていく 。

（ 3）　 各動物園の沿革

ア 恩賜上野動物園
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　 その他、 動物舎等の施設の完成は次のと おり 。

ゴリ ラ ・ ト ラ の住む森（ 平成５ 年～平成７ 年）、 両生爬虫類館（ 平成11年）、 ゾウ のすむ森（ 平成

16年）、ク マたちの丘（ 平成18年） 、 アイ アイ のすむ森（ 平成21年） 、 ホッ キョ ク グマと アザラ シ

の森（ 平成23年） 、 繁殖センタ ー（ 平成24年） 、 管理事務所（ 平成25年） 、 動物医療センタ ー（ 平

成27年）、子ど も 動物園すてっ ぷ・ 弁天門（ 平成29年） 、 さ る やま キッ チン(無料休憩所)（ 令和元

年） 、 パンダのも り （ 令和２ 年）

イ   多摩動物公園

　 多摩動物公園は、 昭和31年１ 月に建設が開始さ れ昭和33年５ 月５ 日に開園し た。 恩賜上野動物

園の入園者数及び動物収容数の増大に伴う セカンド ズー実現のため適地調査が実施さ れ、 郊外の

広い敷地での無柵放養式展示と 豊かな自然環境の中での動物の保護増殖の推進が可能な場所と

し て、 当時の南多摩郡七生村の丘陵地28.7haが入手さ れた。

　 開園当初の展示はアジアの動物を地理学的に配置し たも のであったが、 来園者から のアフ リ カ

産の動物展示要望を受け、 昭和36年に既設北側隣接に約15haの用地を取得し 、 ラ イ オン園を含む

アフリ カ園を開園し た。 ま た、 昭和36年に発足し た昆虫園は当時世界的にも 希少な施設であっ た

が、 昭和44年に本館を開設し 施設の充実が図ら れた。

　 昭和39年には京王電鉄の乗り 入れが実現し 道路整備も 進み入園者数が増加、 ラ イ オンバス の運

行が開始さ れた。 その後、 昭和49年には開園時の二倍を 超える 年間190万人に達し ている 。 ま

た、 昭和59年にはオース ト ラ リ アから ２ 頭のコ アラ が来園し 爆発的な人気と なり 、 昭和63年には

大温室形式の昆虫生態園が完成し た。

　 近年は、 緑豊かで広大な敷地を十分に活用し たダイ ナミ ッ ク な展示施設が整備さ れ人気を博し

ている 。 アジア園では、 アジアゾウ の群れ展示に向け、 ゾウ 舎本体を 平成29年、 外構を含めた整

備は令和３ 年７ 月に完成し た。 ま た、 アフリ カ園ではサバンナキッ チン（ 無料休憩所） やラ イ オ

ンバス ス テーショ ンと 放飼場の改築工事に続き 、 キリ ン舎の耐震上の課題や老朽化の解消に向け

た改築工事が令和４ 年３ 月に完成し た。 令和４ 年度以降はシマウ マ・ オリ ッ ク ス 舎の改築や、 サ

バンナに生息する キリ ンやグレ ービーシマウ マ等の放飼場の整備を行っている 。

　 その他、 動物舎等の施設の完成は次のと おり 。

アフ リ カゾ ウ 舎（ 平成６ 年） 、 アフ リ カゾ ウ 展示施設（ 平成８ 年） 、 チンパンジー舎及びマレ ー

バク 展示施設（ 平成12年） 、 昆虫園本館リ ニュ ーアル（ 平成14年） 、 オラ ンウ ータ ンの森（ 平成17

年） 、 イ ンド サイ 舎（ 平成19年） 、 ウ ォ ーク イ ンバード ケージ（ 平成20年） 、 アジアの平原（ 平成

24年） 、 サバンナキッ チン（ 無料休憩所）（ 平成30年） 、 ラ イ オンバス ス テーショ ンと 放飼場（ 令和

３ 年） 、 アジアゾウ 舎およ び展示施設リ ニュ ーアル（ 令和３ 年）

　
ウ  葛西臨海水族園

　 葛西臨海水族園は、 恩賜上野動物園開園100周年記念事業と し て計画さ れ、 昭和59年には葛西

臨海公園内に建設さ れる こ と が決定し た。 昭和62年３ 月に工事が着工さ れ、 平成元年10月10日に

開園を迎えた。 葛西臨海公園の中央部に広がる 水族園の敷地は約8.6ha、 ３ 階建て地上から 30.7ｍ
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の高さ （ 最高部） のガラ ス ド ームが特徴的な建物である 。 噴水やテント デッ キ、 海と の一連の眺

望と 周辺の公園を一体のも のと し て整備し ている 。

　 施設内容は、 マグロ の群泳が見ら れる 2,184ト ンのド ーナツ 型大水槽の「 大洋の航海者」 、 熱帯

・ 温帯・ 寒帯の海、 そし て北極や南極の海の生き 物も 展示する 「 世界の海」 、 波や潮の干満を 起

こ す「 渚の生物」 、 ジャ イ アント ケルプの繁茂する 「 海藻の林」 、 小笠原諸島から 伊豆七島を 経

て東京湾ま での生物「 東京の海」 、 エト ピリ カ等海鳥の「 海鳥の生態」 、 波の大プールの「 ペン

ギン の生態」 、 東京周辺の河川の再現や池沼、 渓流の生物が観察でき る 「 水辺の自然」 で構成さ

れ、 開園以来、 飼育展示技術の高さ や、 希少種の保存の取組が高い評価を受けている 。 近年は、

経年によ る 施設の劣化が進行し 外装材の脱落や躯体コ ンク リ ート の損傷等の事象が生じ ており 、

老朽箇所対策を 計画的に進める ための長期保全計画（ 10年間／平成29年度） によ り 順次、 改修を

進めている 。

　 なお、 公園緑地部が所管する 新水族園整備はＰ Ｆ Ｉ 手法で実施する も ので、 令和４ 年12月に事

業者と 契約締結し 、 令和10年の供用を目指し て事業を進めている 。

エ  井の頭自然文化園

　 井の頭自然文化園は、 昭和９ 年に井の頭恩賜公園にある 井の頭池の中之島に小動物園を 設置し

たこ と に始ま り 、 御殿山地区の自然生態園地区を 含めた約11.6haを 「 東京市井の頭恩賜公園自然

文化園」 と し て、 昭和17年５ 月17日に開園し た。 当園は動植物中心の野外博物館と し ての性格を

持ち、 戦時中の手軽なレ ク リ エーショ ン施設と し て人気を集めたが、 戦争末期には爆撃によ り 休

園状態と なっ た。 し かし 、 戦後の復興は早く 、 昭和22年に７ 月には水生物館が再開し た。 その

後、 昭和28年４ 月にス ポーツ ラ ンド が開設さ れ、 昭和29年３ 月にゾ ウ 舎が完成し 、 アジアゾ ウ は

な子が来園し た。

　 ま た、 井の頭自然文化園の特徴の一つである 彫刻園は、 故北村西望氏が長崎の平和記念像製作

の場と し てアト リ エを 園内に設けたこ と に始ま り 、 多数の作品が寄贈さ れた。 その後、 彫刻館の

新築やアト リ エ館が改修さ れ、 平成５ 年には現在の彫刻館A 館、 Ｂ 館、 アト リ エ館、 屋外彫刻か

ら なる 彫刻園が完成し た。 その他、 本園にはアカマツ や雑木林を活かし た武蔵野ハビ タ ッ ト 、 野

鳥の森、 リ ス の小径等の日本産動物の飼育施設、 来園者に人気のモルモッ ト ふれあいコ ーナーや、

山野草園、 ツバキ園など が散在し ている 。 分園には水生物館、 ハク チョ ウ の池、 水禽舎など 水に

関係のある 施設が集めら れ、 特に水生物館では日本産淡水魚及び両生類の飼育展示と 保護増殖を

行っている 。 当園は、 令和４ 年５ 月17日には開園80周年を迎えた。
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恩賜上野動物園

293種

2,775点

91種

94種

65種

30種

7種

6種

多摩動物公園

263種

17,516点

55種

80種

5種

7種

5種

111種

葛西臨海水族園

933種

41,555点

－

6種

3種

8種

449種

467種

井の頭自然文化園

161種

3,344点

31種

57種

8種

10種

38種

17種

哺　 乳　 類

鳥　 　 　 類

爬　 虫　 類

両　 生　 類

魚　 　 　 類

無脊椎動物

総　 　 　 数

施　 設　 名

４ 園の飼育動物総数（ 令和６ 年３ 月31日現在）
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４ 　 公園の整備

（ １ ）　 一般公園造成 ( 公園の新規造成 )

　 都民の公園緑地に対する ニーズへの対応、 都市の防災性の向上など の観点から 、 都市計画に基

づき 公園の拡大に取り 組んでいる 。 成果と し て管内（ 区部） の都立公園面積は 1,000 ヘク タ ールを

超え、「 都民一人当たり の公園面積（ 都内全域）」 も 令和５ 年６ 月 1 日現在 5.74㎡と なっている 。

　 ま た、 篠崎公園では、 平成 24 年３ 月に公園全体の高台化を盛り 込んだ整備計画を決定し ており 、

江戸川沿いの A 地区では、 国土交通省の高規格堤防事業や江戸川区の区画整理事業、 街路事業、

緑地事業と の連携によ る 「 篠崎公園地区高台ま ちづく り 事業」 を進めている 。

　 令和６ 年度事業と 令和５ 年度の整備実績は以下のと おり である 。

　 　 令和６ 年度　 公園整備費（ 一般公園造成）

　 　 　 計画　 2,551 百万円（ 用地、 補償関係を除く ）

令和５ 年度　 主な箇所、 整備費及び整備の概要

箇所 金額（ 千円） 概要

上野恩賜公園、 林試の森公

園、 祖師谷公園、 高井戸公

園、 赤塚公園、 城北中央公

園、 篠崎公園ほか

2,515,957 園地整備ほか

　 戸山公園　 　 …園地整備工事

　 上野恩賜公園…園地整備工事、 便所建築工事

　 亀戸中央公園…園地整備工事

　 林試の森公園…園地整備基本設計、 施設解体工事

　 祖師谷公園　 …園地整備実施設計、 園地整備工事

　 善福寺公園　 …園地整備基本設計

　 善福寺川緑地…園地整備基本設計、 園地整備工事

　 和田堀公園　 …園地整備基本・ 実施設計、 園地整備工事

　 高井戸公園　 …園地整備工事、 擁壁補修工事、 駐車場詰所新築工事

　 赤塚公園　 　 …園地整備工事

　 城北中央公園…園地整備基本設計

　 赤塚公園　 　 …園地整備工事

　 石神井公園　 …園地整備工事

　 舎人公園　 　 …園地改修工事

　 水元公園　 　 …園地整備実施設計、 加用水基本設計

篠崎公園　 　 …遊具広場整備工事、 施設撤去工事、 便所建築工事、 盛土実施設計、

施設撤去移設工事
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（ ２ ） 既設公園の整備

　 開園以来、 長年多く の人々に利用さ れてき た公園では、 施設の老朽化が進んでいる 。 こ う し た

施設の改修にあたっ ては、 都民要求の具体化や施設レ ベルの向上に取り 組み、 防災機能の向上な

ど 公園の諸機能を継続・ 拡充する 整備を行っている 。

　 ま た、 文化財庭園では施設の保存復元に取り 組んでいる 。 こ のほか、 生物多様性の確保や環境

負荷の少ない施設への転換、 水辺の再生などに、 それぞれの公園で取り 組んでいる 。

　

　 令和６ 年度の主要事業及び令和５ 年度の整備状況は以下のと おり である 。

　 　 平成６ 年度　 公園整備費（ 既設公園の整備、 世界をおも てなし する 庭園の再生）

　 　 　 計画　 10,442 百万円（ 補償費は除く ）

予算事項 主な内容

防災公園の整備 潮風公園護岸改修

宇喜田公園、 蘆花恒春園ほか防災照明等整備　 ほか

既設公園の整備 日比谷公園再生第一期整備工事

芝公園流れ改修

戸山公園園路等改修

上野恩賜公園園地改修

猿江恩賜公園バリ アフリ ー整備

夢の島公園熱帯植物館空調設備等改修

亀戸中央公園遊具広場改修

木場公園遊具改修工事

林試の森公園遊具改修

砧公園園地改修

祖師谷公園園地整備実施設計

代々木公園水景施設改修

代々木公園陸上競技場改修

和田堀公園競技場改修

尾久の原公園管理所改築設計

汐入公園遊具改修

浮間公園便所改築実施設計

城北中央公園野球場改修実施設計

石神井公園施設改修

光が丘公園陸上競技場改修設計

東綾瀬公園園地改修

舎人公園じ ゃぶじ ゃぶ池改修

水元公園ド ッ グラ ン改修実施設計

篠崎公園便所改改築

大島小松川公園擁壁改修　 ほか

公園施設の長寿命化推進 橋梁改修（ 木場公園、 水元公園） ほか
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　 　 令和５ 年度　 予算事項別整備費及び整備の概要

予算事項 金額（ 千円） 概要

防災公園の整備
312,746

潮風公園護岸改修、 石神井公園、 大島小松川公園

ほか防災公園整備　 ほか

既設公園の整備

3,194 ,093

木場公園遊具改修、 砧公園園地改修、 祖師谷公園

テニス コ ート 改修、 代々木公園陸上競技場便所ほ

か改築、 和田堀公園競技場改修、 葛西臨海公園鳥

類園ウォッ チングセンタ ー改修　 ほか

公園施設の長寿命化

推進
152,696

橋梁改修（ 駒沢オリ ンピッ ク 公園、 水元公園） ほ

か

世界を おも てなし する

庭園の再生

272,795

浜離宮恩賜庭園（ お伝い橋修復ほか）

旧芝離宮恩賜庭園（ 施設改修準備工事、 施設改修

工事ほか）

旧岩崎邸庭園（ 園地改修設計ほか）

旧古河庭園（ 洋館外壁修理工事、 木橋改修設計）

ほか

（ ３ ） 上野恩賜公園の再生整備事業等

　 上野恩賜公園を「 文化の森」 と し て再生し ていく こ と を 目的と し て、 学識経験者や公園内の文

化施設管理者等を 構成員と する 検討会を設置し、 検討結果を受けて、 平成 21 年９ 月に「 上野恩賜

公園再生基本計画」 を策定し た。

　 本計画に基づき 、 順次再整備を進め、 平成 24 年５ 月には「 文化の森」 の中核と なり 、 多様な文

化イ ベント を 開催でき る 広場と し て、 オープンカフ ェ や新し い噴水を 備えた竹の台広場が完成し

た。 ま た、 平成 28 年３ 月には、 袴腰エリ アに上野恩賜公園の歴史性を感じ ら れる 壁泉を、 平成 29

年５ 月に不忍池エリ アに眺望を 楽し める 散策路等を、 平成 30 年３ 月に恩賜上野動物園表門前の広

場を整備し た。 令和２ 年 12 月にはＪ Ｒ 上野駅の公園口前広場が完成し た。

　 　 令和６ 年度　 公園整備費

　 　 　 計画　 340 百万円（（ １ ）、（ ２ ） の内数）

区民館跡地　 　 …園地整備工事、 14 号ト イ レ 建築工事

奏楽堂周辺広場…園地改修工事、 ６ 号便所建築工事

13 号便所　  　  …13 号便所建築工事

夜間景観整備　 …夜間景観整備設計、 工事

サイ ン　 　 　 　 …サイ ン改修設計、 工事

世界を おも てなし する 庭園

の再生

浜離宮恩賜庭園（ お伝い橋修復ほか）

旧芝離宮恩賜庭園（ 施設改修工事）

旧岩崎邸庭園（ 園地改修工事）

小石川後楽園（ 脇塀復元設計、 通天橋修復設計ほか）

向島百花園（ 倉庫等新築工事）

清澄庭園（ 擬木橋改修準備工事、 擬木橋改修設計） ほか

旧古河庭園（ 洋館外壁修理工事）
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令和５ 年度　 箇所別整備費及び整備の概要

箇所 金額（ 千円） 概要

区民館跡地 42,800 園地整備設計、 工事

奏楽堂周辺広場 153,900 園地改修工事、 ６ 号便所建築工事ほか

13 号便所 64,506 便所解体工事、 便所建築工事ほか

夜間景観整備 12,397 夜間景観整備設計

その他 6,349 園路等改修工事、 サイ ン設置工事

　 ※金額は当該年度該当分のみを記載

（ ４ ） 日比谷公園の整備事業

　 日比谷公園では、 平成 29 年 10 月よ り 外部有識者を 交えた日比谷公園グラ ン ド デザイ ン 検討会

で検討を進め、 平成 30 年 12 月に日比谷公園の将来像と それを実現する ための方向性を 示す「 日

比谷公園グラ ンド デザイ ン～５ つの提言～」 を公表し た。

　 本提言を踏ま え、 令和元年 10 月、 東京都公園審議会に「 都立日比谷公園再生整備計画」 につい

て諮問し 、 令和３ 年３ 月に答申を得て、 同年７ 月に再生整備計画を 策定し た。 ま た、 本計画を 実

現する ための事業計画と し て、 令和５ 年７ 月に「 バリ アフ リ ー日比谷公園プロ ジェ ク ト 」 を 公表

し た。 整備にあたっては、 公園を エリ ア分けし て段階的に進めていく こ と と し ており 、 令和５ 年

９ 月から 第二花壇の再整備を行い、令和６ 年９ 月、芝庭広場と し て供用を開始し た。 令和６ 年度は、

大噴水・ 小音楽堂周辺エリ アの再整備に着手する 予定である 。

　 　 令和６ 年度　 公園整備費

　 　 　 計画　 2,516 百万円（（ ２ ） の内数）

第二花壇周辺　 　 　 　 …整備工事

大噴水・ 小音楽堂周辺…実施設計、 準備工事、 整備工事ほか

第一花壇・ 心字池周辺…基本設計ほか

大音楽堂（ 野音）　 　   …解体設計、 実施設計

令和５ 年度　 箇所別整備費及び整備の概要

箇所 金額（ 千円） 概要

第二花壇周辺 617,038 整備工事ほか

大噴水・ 小音楽堂周辺 47,388 基本設計ほか

　 ※金額は当該年度該当分のみを記載
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５  文化財庭園保存修復 

 名勝や史跡等文化財に指定さ れている 都立庭園は、 その価値の保存・ 活用に十分に配慮し

た整備・ 管理が求めら れる。 保存・ 管理の基本的な考え方や内容等をまと めた保存管理計画

（ 平成 16 年度策定、 22 年度改訂、 28 年度よ り 庭園別に「 保存活用計画」 と し て改訂中） に

基づき 、 学識経験者や文化庁担当者等で構成する 委員会の指導、 助言を受けながら 、 老朽化

し た施設の修復や失われた建造物の復元に取り 組んでいる 。  

 こ れまで浜離宮恩賜庭園では、 護岸の修復や大泉水周辺の茶屋群の復元等を、 小石川後楽

園では白糸の滝の修復及び唐門の復元を、 また旧岩崎邸庭園では、 新管理所の整備や芝庭の

復元等を進めてきた。  

 今後も 、 浜離宮恩賜庭園におけるお伝い橋の修復、 小石川後楽園における 通天橋の修復や

唐門に接続する 脇塀の復元整備を始め、 各庭園における園地や施設、 建物の保存・ 修復事業

に引き 続き取り 組んで行く 。 令和６ 年度主要事業計画及び令和５ 年度の主な整備状況は、 以

下のと おり である。  

 

令和６ 年度公園整備費（ 世界をおも てなし する 庭園の再生）  

 計画 667 百万円 （（ 2） の内数）  

浜離宮恩賜庭園………お伝い橋修復工事ほか 

旧芝離宮恩賜庭園……施設改修工事（ ※木橋の架け替え）  

旧岩崎邸庭園…………園地改修工事 

小石川後楽園…………脇塀復元設計、 通天橋修復設計ほか 

向島百花園……………倉庫等新築工事 

清澄庭園………………擬木橋改修準備工事、 擬木橋改修設計 

旧古河庭園……………洋館外壁修理工事 

 

令和５ 年度 箇所別整備費及び整備の概要 

箇所 金額（ 千円）  概要 

浜離宮恩賜庭園 75,770 お伝い橋修復ほか 

旧芝離宮恩賜庭園 57,173 施設改修準備工事、 施設改修工事ほか 

旧岩崎邸庭園 14,795 園地改修設計ほか 

旧古河庭園 106.905 洋館外壁修理工事、 木橋改修設計 
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６ 　 霊園再生事業等

　 令和６ 年度　 霊園葬儀所整備費

　 　 計画　 4,754百万円

　 青山霊園…………………………………霊園再生事業、 霊園利用広場整備工事　 ほか

　 谷中霊園…………………………………霊園再生事業、 再生支援施設設計　 ほか

　 雑司ケ谷霊園……………………………霊園再生事業、 再生支援施設新築工事　 ほか

　 染井霊園…………………………………霊園再生事業、 立体埋蔵施設設計　 ほか

　 八柱霊園…………………………………墓所貸付準備工事、 細園路改修工事　 ほか

　 青山葬儀所………………………………葬儀所建替え工事　 ほか

　 瑞江葬儀所………………………………葬儀所建替え工事　 ほか

令和５ 年度　 箇所別整備費及び整備の概要

箇　 所 金額（ 千円） 概　 要

青山霊園 7,048

谷中霊園 5,005

染井霊園 163,431

雑司ケ谷霊園 8,913

八柱霊園 54,003

利用広場整備設計　 ほか

現況測量　 ほか

立体埋蔵施設整備工事、 広場整備工事　 ほか

樹林型合葬埋蔵施設設計、 広場整備設計　 ほか

細園路改修工事、 仮管理事務所設計　 ほか

青山葬儀所 27,112 葬儀所建替え設計　 ほか

瑞江葬儀所 513,584 葬儀所建替え工事　 ほか

　 公営葬祭施設として５ 霊園[青山・ 谷中・ 雑司ケ谷・ 染井・ 八柱・ 付属施設（ 雑司ケ谷霊園崇祖堂・ 八柱

霊園納骨堂） ]及び２ 葬儀所（ 青山・ 瑞江）は数多くの葬祭利用のほか、都市内の貴重な緑空間としての役

割も担っている。

　 青山、谷中、雑司ケ谷、染井の区部霊園では、「 霊園」と「 公園」 の良好な共存を実現するため霊園再生

事業を進めている。この事業では、施設整備区域の墓所移転により 立体埋蔵施設や広場等を整備すると

ともに、原状回復工事や改葬手続きを東京都が代行する 特例の墓所返還により 空地拡大を図っている。

　 八柱霊園については園路改修等を実施している。さらに、各霊園で貸付のための無縁墳墓改葬処理を

行っている。こ れら の事業により 施設の保全や利便性向上、貸付可能墓所の確保、さらには災害時の避

難場所機能の向上や良好な緑の保全にも努めている。

　 青山・ 瑞江葬儀所についてはいずれも 新たな施設の整備等、建替を進めている。
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７ 　 動物園の整備

　 ⑴　 世界に発信する 首都東京の動物園整備　 令和６ 年度動物園整備費　 計画　 952,410 千円　

動物園の更なる 魅力向上を目指し て、「 第２ 次都立動物園マス タ ープラ ン」（ 令和 2 年 11 月

策定） に基づき 整備を進める 。

主要工事等

　 恩賜上野動物園

　 　 ・ ス タ ッ フ 事務所新築工事　 令和５ －６ 年度債務負担行為　 141,300 千円

　 　 ・ 輸送施設解体工事　 令和５ －６ 年度債務負担行為　 240,900 千円

　 　 ・ 輸送施設整備設計　 令和６ －７ 年度債務負担行為　 30,000 千円

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  （ 令和７ 年度 70,000 千円）

　 多摩動物公園　

　 　 ・ ト キ展示ゾーン整備工事　 令和６ －７ 年度債務負担行為　 400,000 千円

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  （ 令和７ 年度 600,000 千円）

　 ⑵　 動物園施設整備　 令和６ 年度物園整備費　 計画　 1,773,412 千円

　 　 　 老朽化し た既存施設等の改修を行う 。

主要工事等

　 恩賜上野動物園

　 　 ・ サル山改修工事（ 令和６ －７ 年度債務負担行為）

　 　 ・ 鳥イ ンフ ルエンザ対策工事

　 　 ・ 井水給水設備改修工事

　 　 ・ 動物飼育展示施設改修工事

　

　 多摩動物公園　

　 　 ・ サバンナエリ ア改修工事（ 令和５ －６ 年度債務負担行為）

　 　 ・ 自家発電設備改修工事

　 　 ・ 井水給水設備工事（ 令和５ －６ 年度債務負担行為）

　 葛西臨海水族園　

　 　 ・ 屋外展示施設改修工事（ 令和５ －６ 年度債務負担行為）

　 　 ・ 建物改修工事（ 令和５ －６ 年度債務負担行為）

　 　 ・ 水処理設備改修工事

　 　 ・ 電気設備改修工事

　 井の頭自然文化園　

　 　 ・ 老朽施設改修工事

　 　 ・ 電気設備改修工事

　 都立動物園　

　 　 ・ 高圧受変電設備改修工事（ 令和５ －６ 年度、 令和６ －７ 年度債務負担行為）
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　 ⑶　 令和５ 年度整備概要

世界に発信する 首都東京の動物園整備　 702,511 千円（ 令和４ 年度明許繰越含む）

箇　 　 所 主　 な　 整　 備

恩賜上野動物園

多摩動物公園

ス タ ッ フ事務所新築工事　 令和５ －６ 年度債務負担行為※

輸送施設解体工事　 令和５ －６ 年度債務負担行為※

シマウマ・ オリックス舎改築工事（ 令和 4－5 債務負担行為）※

動物園施設整備　 863,462 千円（ 令和４ 年度明許繰越含む）

箇　 　 所 主　 な　 整　 備

恩賜上野動物園

多摩動物公園

葛西臨海水族園

井の頭自然文化園

サル山改修準備工事（ 令和４ －５ 債務負担行為）

深井戸改修工事（ 令和４ －５ 債務負担行為）

深井戸改修工事（ 令和４ －５ 債務負担行為） ※

屋外展示施設改修工事（ 令和５ －６ 年度債務負担行為） ※

建物補修工事（ 令和４ －５ 年度、 令和５ －６ 年度債務負担

行為※）

水処理施設改修工事

電気設備改修工事

　
※　 令和５ 年度末現在、 工事中の案件
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８ 　 検査業務

　 当事務所での令和５ 年度における 、 専任検査員によ る 検査の回数は、 348回であった。

令和４ 年度の専任検査員によ る 検査の回数

　 計

工　 　 　 事

委　 　 　 託

材 料 検 査

単価契約（ 工事）

単価契約（ 委託）

用地関係・ 清掃委託等

総検査件数

＊単契（ 工事、委託）の検査回数は 77回である が、 指示件数は431件。

　

〈 注〉：（ 　 ） 内は指示件数

59

 148

 8

28（ 164）

49（ 267）

 56

348
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９ 　 苗木の育成

　 公園の造成、 道路・ 街路築造等の局事業用樹木を 供給する ために、 東京都では苗圃を設け、 苗

木の育成を 行っ ている 。 最近では、 特殊樹木（ 宇宙ケヤキ、 ロ ーソ ン ヒ ノ キ、 桜の品種物等）、

上野恩賜公園のサク ラ の後継樹育成、 街路樹の一時保管なども 行っている 。

　 当所では、 水元公園の苗圃を 年間管理し ており 、 令和５ 年度の育成関連経費及び令和５ 年度

苗圃状況は、 以下のと おり である 。

　 なお、 上野恩賜公園のサク ラ の後継樹育成をについては、 「 上野桜守の会」 が管理を行っている 。

1 0 　 既設公園の維持

令和５ 年度　 苗木育成関連経費

箇所別 金額（ 千円） 主な整備内容

水元公園苗圃   7,564  保護管理

計 7,564

苗　 圃　 状　 況 令和６ 年６ 月１ 日現在

箇所別 面積（ ㎡） 栽培種数 本(株)数 備　 考

水元公園苗圃 25,785 68 1,169 う ち供給可能本数1,160本・ 株

　 令和５ 年度　 公園管理費の執行 （ 千円）

　 　 　 　 　 科目
公園名　 　 　 　 委　 託　 料 工事請負費 主　 な　 内　 容

上 野 恩 賜 公 園 241,320 18,256

0

21,731

園地施設維持・ 施設運営・ 業務委託・ 警備委託等

夢 の 島 公 園 30,258 第五福竜丸展示館業務委託

ガイ ド サービス 運用保守等

日 比 谷 公 園

ガイ ド サービス 運用保守等六　 　 義　 　 園

11,796

42,336

335,038

浜離宮恩賜庭園 　 　 　 　 　 4,664

4,664

そ の 他 未開園地管理ほか1,029

計

日比谷公会堂維持管理・ 警備業務等

0

0

2,446
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1 1 　 ホームレ ス及び屋台対策

（ 1）　 ホームレ ス 対策

　 厳し い経済、 雇用情勢等を 背景に大都市を 中心と し たホームレ ス の増加が大き な社会問題と な

り 、 平成 12 年度から 全国に先駆け都区共同で自立支援事業を開始し た。

　 平成 14 年８ 月には「 ホームレ ス の自立の支援等に関する 特別措置法」 が施行さ れ、 公園管理者

は自立支援に係る 施策と の連携によ り 、 施設の適正な利用に必要な措置をと る こ と と さ れた。

　 東京都では自立支援事業によ り 大き な成果を挙げてき たが、 公園内のブルーテント が減ら ない

こ と から 、 都区共同で平成 16 年度から 公園内でテント 生活をする ホームレ ス に対し 、 借上げ住宅

を 低額で２ 年間貸し 付け、 就労や生活面での支援を図り ながら 自立を 促す「 ホームレ ス 地域生活

移行支援事業」 が実施さ れた。 公園管理者は本事業の実施に連携し 、公園内の巡回監視を強化する

と 共に退去指導等の取組によ り 、 テント 生活する ホームレス を多く 減少さ せる こ と が出来た。

　 今後も 、 定期巡回など 監視強化によ る 新規テント 張り の阻止、 福祉施策の活用も し ながら 退去

指導等によ る 既存テント の減少に努める と 共に巡回美化清掃の実施によ る 衛生面での環境改善な

ど 公園本来の機能の確保を 図っていく 。

（ テント 数の推移）

ホーム レ ス 地域
生活移行支援事
業の公園

（ ※公園独自の
取組によ る 退去
数含む。 ）

施行年度 施行公園名 令和４ 年5月

平成16年度 戸山公園 0張0張

平成17年度 上野恩賜公園 3張

代々木公園 16張

平成19年度 芝公園 0張0張

青山公園 1張1張

駒沢公園 0張0張

善福寺川緑地・

和田堀公園
0張0張

光が丘公園 0張0張

その他の公園（ ※公園独自の取組によ る ） 0張

計 19張20張

2張

16張

0張

令和６ 年5月

（ 巡回美化清掃の実施）

対象公園数

清掃回数

５ 公園

60回

令和３ 年5月

0張

4張

17張

0張

2張

0張

0張

0張

0張

23張

0張

2張

16張

0張

1張

0張

0張

0張

0張

19張

令和３ 年度令和２ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度

５ 公園

60回

５ 公園

56回

４ 公園

48回

令和元年度

５ 公園

60回

令和５ 年5月
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（ 2）　 屋台対策

　 公園内で恒常的に営業する 無許可の屋台と 放置さ れた屋台によ り 、 公園の適正利用が阻害さ れ

ていた。 こ の状況の改善を図る ため、 都立公園における 屋台対策が始ま った。

　 上野恩賜公園においては、 平成17年度に公園管理所、 保健所及び警察署と 連携し 、 警告、 指導

等を実施し た結果、 常設屋台と 留置屋台を 完全に排除し た。 こ のと き 一部残った季節的に出店す

る 屋台についても 平成 23 年以降は完全に阻止し ている 。

　 代々木公園及び明治公園においても 、 平成18年度に公園管理所、 保健所及び警察署と 連携し 、

警告や指導等によ り 違法屋台の適正化を 図ったが、 生活基盤と なっている 営業屋台の救済処置の

要望が出さ れた。

　 そこ で、 平成 19 年３ 月１ 日から 新たな取組と し て、 事前に申請者の資格審査をし 、 一定の条件

の下、 試行と し て特例的な占用許可を認める こ と と し た。

　 なお、 代々木公園と 明治公園では、 秩序ある 営業が行われる よ う 、 平成 19 年度から 公園緑地部

公園課と 共に定期的に監察指導を実施し ていたが、 明治公園では平成26年９ 月に、 代々木公園では

平成31年２ 月に屋台営業を終了し た。

　 こ の結果、 すべての都立公園において屋台の出店がなく なった。

　 こ のほか、 戸山公園、 日比谷公園、 水元公園等においても 違法屋台の適正化に向けて警告、 指

導等を実施し 、 平成 24 年７ 月ま でにすべての都立公園から 違法屋台を排除し た。
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1 2 　 都民と の協働

　 東部公園緑地事務所管内の各公園では、 自然観察会、 公園友の会、 ガイ ド や愛犬グループなど、

多数の団体が自主活動を行っ ている 。 市民活力によ る 公園の利用促進と 活性化を図り 、 新たな価

値の創出を目的と し て、 公園における 市民活動の協働を推進し ている 。

［ 東部公園緑地事務所によ る 協働の取組］

①　 上野恩賜公園では、 平成 18 年度よ り 、 江戸期以来の名所と し ての桜の保全・ 育成・ 普及を

図る ため、 地域が中心と なり 、 都民と の協働によ る「 上野桜守の会」 を 発足し 、１ ） 保全活動、

２ ） 普及啓発活動、 ３ ） 更新活動、 ４ ） 募金活動、 ５ ） 地域活性化・ 地域連携・ 協力を 目的

に活動を 行っ ている 。

②　 水元公園では、 東京都、 葛飾区、 地元町会、 企業、 ボラ ンティ アグループ、 各種活動団体等

がメ ンバーになっている 水元公園地域活性化協議会を設置し 、 水元公園地域の活性化に向け

た取組を実施し ている 。

　 都民や利用者、 地域の暮ら し と 密着し た自治会・ 町会、 独自のアイ デアやノ ウ ハウ を 持つ民間

事業者、 様々な専門性を持つＮ Ｐ Ｏ 、 幅広い分野の有識者、 学校、 研究機関等の様々な主体と 連

携、 協働し 、 それぞれの強みを 活かし てマネジメ ント を 展開し 、 パーク マネジメ ント マス タ ープ

ラ ンに掲げら れた施策の実現を 図っていく 。
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1 3 　 思い出ベンチ事業

　 本事業は「 民間活力の導入・ 規制緩和」 の一環と し て、 ベンチについて個人や企業から の寄付

を受け、 都が設置する も のである 。 こ の事業は、 結婚など、 心に残る 人生の節目や、 野球大会優

勝など の記念にメ ッ セージを刻んだプレ ート をつけたベンチを寄付し ていただく こ と によ って、

公園を今以上に身近に感じ 愛着を 持っていただく と と も に、 公園施設の充実を 図り 、 親し みやす

い公園をつく る こ と を目的と し ている 。 平成 15 年度に日比谷公園 100 周年事業にあわせて事業を

開始し た。 令和５ 年度、 東部公園緑地事務所管内では、 計 28 基の応募があり 、 城北中央公園、 代

《 こ れま での実績》

々木公園、 砧公園、 八柱霊園などに設置し た。
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第３ 　 施設の概要

１ 　 あら まし

　 都市公園は、 地方公共団体が都市計画施設である か都市計画区域内において設置する 公園や緑

地、 ま たは国が一つの都府県の区域を 越える よ う な広域的な見地から 若し く は国家的な記念事業

等と し て設置する 公園や緑地である 。

　 都市公園の始ま り は、 明治６ 年の太政官布達（ 現在の上野恩賜公園等の５ 公園） にさ かのぼる 。

その後、 市街地の発展、 整備に伴ってその数を 増やし 、 戦争等の幾多の変遷の中で消長を繰り 返

し てき たが、 その設置・ 管理は市（ 都） 条例によ って行われてき た。

　 昭和 31 年には、公園の設置・ 管理を統一的に規定する 、 公園にと って画期的と いえる 都市公園法

が制定さ れ、現在の制度と なった。

　 都市公園の規模や内容は、 都市の形態によ って、 ま た、 地域の立地・ 社会条件によ って種々様々

である が、 都においては比較的規模が大き いも の、 ま たは特殊な性格を有する も のを 設置・ 管理

し ている 。

　 東部公園緑地事務所は、主に特別区内にある 公園等の施設（ 一部は多摩部、 都外にある 。）を所管

し ている 。 そのう ち、 当事務所が直接管理し ている も のは上野恩賜公園、 青山葬儀所、 特殊施設

（ 日比谷公会堂）であり 、 その他指定管理者に８ 庭園、 41公園、 ５ 霊園、 ４ 動物園、 １ 葬儀所及び

特殊施設（ 日比谷公園大音楽堂、 夢の島熱帯植物館） の管理を委託し ている 。

２ 　 指定管理者制度

【 指定管理者制度】

　 ○　 平成 15 年６ 月地方自治法改正によ り 創設。 同年９ 月から 施行。

　 ○　 公の施設の管理について、 地方公共団体の指定を 受けた「 指定管理者」 が管理を代行する

制度。

　 ○　 公の施設の管理運営について、 民間事業者等の参入を 可能と し 、 効率的・ 効果的な管理運

営によ り 住民サービス の向上を図る こ と を目的と し たも の。

（ 1）　 制度の概要

　 従来、 公の施設の管理者については、 法令で規定さ れた公共的団体等に限定さ れていたが、 平成

15 年６ 月の地方自治法の改正によ り 、 指定管理者の対象が広く 民間事業者に拡大さ れたほか、 管

理の代行ができ る よ う になっ た。 こ の改正によ り 、 こ れま で公の施設の管理を 受託する こ と がで

き なかっ たNPOや株式会社等の民間事業者にも 門戸が開かれる よ う になり 、 公の施設の管理・ 運

営に広く 民間のノ ウ ハウ を活用する こ と が可能と なった。
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指定管理者制度と 旧法の管理委託制度と の比較

指定管理者制度（ 改正法） 管理委託制度（ 旧法）

法 的 効 果 指定管理者に公の施設の使用許可を
行わせる 場合、 公の施設の利用関係
は、 指定管理者と 利用者の間に生じ
る 。 〈 管理の代行〉

公の施設の利用関係は、 都と 利用者
の間に生じ る 。

要 件 法人その他の団体
但し 、 都が指定する も ので、 あ ら か
じ め都議会によ る 議決を 経る 必要が
ある 。

以下の団体に限定
を件要の定一ちうの人法資出の都 ①

満たすも の
②公共団体
③公共的団体（ 例： 社会福祉法人等）

行 政 に 留 保 さ
れ る 管 理 範 囲

①公物警察権に基づく 管理行為
基本的利用条件の設定、 使用料の強制徴収、 不服申立てに対する 決定等、
公物管理権に基づく 管理行為のう ち権力的性格を有する も の

 ②

用使（為行定設の係関用利の々個 ③
許可と その取消）

管 理 者 の 管 理
範 囲

用使（為行定設の係関用利の々個 ①
許可と その取消）

為行理管の格性的力権非、ちうの理管設施 ②

※利用料金制度の採用

条 例 の 規 定
内 容

指定の手続き 、 管理の基準、 業務の
範囲その他必要な事項

委託の基本的事項（ 委託の条件、 委
託の相手方、 委託料等）

自 治 体 の 関 与 ・ 指定管理者は毎年度終了後事業報
告書を作成し 、 都に対し 提出

・ 知事は、 指定管理者に対し て、 業
務又は経理の状況に関する 報告徴
収、 実地調査、 必要な指示が可能

・ 都は、 指定管理者によ る 管理を 継
続する こ と が適当でないと 認める
と き は、 指定の取消、 業務の全部
又は一部の停止命令が可能

・ 知事は、 管理受託者に対し て、 業
務又は経理の状況に関する 報告徴
収、 実地調査、 必要な指示が可能
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（ 2）　 指定管理者の責務

　 旧法の管理委託制度では、 使用に係る 承認や認可及びその取消は都が行う も のであったが、 指定

管理者制度では、 条例で規定する こ と によ り 、 指定管理者は使用許可及びその取消を行う こ と が

可能と なる 。

　 指定管理者は、 公の施設の管理を行う こ と によ り 様々な責務を負う 。

ア　 住民利用の公平性の担保

　 公の施設は、 地方自治法の中にも 明記さ れている と おり 、 住民の福祉を増進さ せる 目的を も っ

てその利用に供する ための施設であり 、 その利用に際し ては、 平等且つ公平な取扱いを し なけれ

ばなら ない。

　 ま た、「 正当な理由」 がない限り 、 施設の利用を拒むこ と はでき ない。

イ 　 情報の適切な管理

　 公の施設の管理において知り 得た個人情報等に関し ては、 都の機関と 同様、 個人情報等の保護

につき 配慮する 必要がある 。

　（ ※各施設の設置条例及び協定などで規定）

ウ 　 行政処分の代行に伴う 責務

　 指定管理者に使用の許可及びその取消を 行わせる 場合、 指定管理者が行政庁に代わっ て行政処

分を行う （ 代行する ） こ と と なる ため、 指定管理者は、 行政手続条例に規定する 「 行政庁」 に含

ま れる 。

　 こ のため、使用許可の取消など 不利益処分を行う 際には、行政手続条例に従う 必要がある 。 ま た、

不利益処分に不服がある 者の審査請求に基づき 、 知事によ り 当該処分が取り 消さ れる 場合がある 。

エ　 出納等の適正な管理

　 指定管理者の管理業務及び委託金に係る 出納は、 財政援助団体等監査の対象と なる 。
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３  公園・ 管理施設一覧表 

（ 令和 6 年 6 月 1 日現在）  

⑴ 直 営 公 園 

 ① 公 園     面積 538,761.46 ㎡ 

公園の名称等 沿革と その特徴 

上

 野

 恩

 賜

 公

 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
明治元年８ 月に官収さ れた後、 明治６ 年１ 月

の公園制定に関する 太政官布達によ り 、 芝、 浅
草、 深川、 飛鳥山の４ 公園と と も に日本最初の
公園に指定さ れ、 明治９ 年５ 月９ 日に開園式が
行われた。  
 上野恩賜公園の都市計画上の位置づけは、 都
市計画制度の第一歩である「 東京市区改正条例」
の公布（ 明治 21 年８ 月 16 日勅令第 62 号） を受
け、 明治 22 年５ 月 20 日東京府告示第 37 号をも
って市区改正設計（ 通称「 旧設計」） 公園第６ 号
「 上野公園」 と し て告示さ れた。 その後、 明治
36 年３ 月 31 日東京市告示第 36 号（ 通称「 新設
計」） の告示を経て、 昭和 32 年の東京市計画公
園・ 緑地（ 通称「 再検討」） によ る 公園・ 緑地の
一元化が現計画の起点と なっている 。  
 土地の所管も 、 文部省、 内務省、 農商務省、
宮内省等を 経て帝室博物館の管轄に移ったが、
明治 31 年皇室御料地と なり 、 大正 13 年に皇室
の御慶事のため動物園と と も に東京市に下賜さ
れ、 以来上野恩賜公園と 称し 、 東京市の管理と
なった。 その後、 第２ 次世界大戦のため、 一般
公園と し ての機能が失われたが、 戦後の復旧整
備を完了し た後、 年と と も に文化的諸施設が建
設さ れ、 現在では日本の文化・ 芸術の中心と な
っている 。  
 ま た、 京成上野駅改良工事に伴う 公園修復計
画に基づく 工事は、 昭和 50 年８ 月から 施工さ れ
昭和 51 年６ 月 30 日に竣工し た。 こ の工事によ
り 新たに公園施設と し て壁泉（ 忍の池） と 流れ
（ し のぶ川） が設置さ れた。  
 上野恩賜公園野外ス テージ（ 水上音楽堂） に
ついては、 昭和 27 年に完成以来、 不忍池を望め
る 開放的な特色ある 施設と し て多く の都民に親
し ま れてき た。 施設の老朽化が著し く なっ たた
め、 昭和 63 年６ 月に多目的に利用でき る 施設と
し て改築し 、 さ ら に平成９ 年３ 月には雨天でも
利用でき る よ う 開閉式の屋根を設置し た。  
 当公園は、 上野の観光文化拠点の中心にある
こ と から 、 都内はも と よ り 全国から 利用者が訪
れる ため、 従来から 公園案内機能の充実が望ま
れていた。 こ のニーズに応える ため、 平成元年
５ 月１ 日に上野恩賜公園総合案内所を開設し た。
 平成２ 年７ 月に開所し た上野恩賜公園緑の相
談所は、 平成 11 年度末に閉鎖し た。  
 平成９ 年度に上野恩賜公園再生整備事業を 開
始し た。 平成 10 年４ 月 28 日には、 Ｃ 地区（ 大
噴水の東側）、 同 11 年３ 月にはＡ 地区（ さ く ら
通り ）、 同 12 年３ 月にはＡ 地区（ 広場部） 同 13
年３ 月Ｊ 地区（ 上野駅前広場）、 同 14 年３ 月Ｂ
地区（ 中央広場）、 同 15 年３ 月Ｅ 地区（ 噴水周

（ 明治 22 年５ 月 20 日）（ 府告 37）市区改正
昭和 32 年 12 月 21 日 
令和３ 年３ 月４ 日（ 82.5ha）  

2 開園年月日 

明治６ 年 10 月 19 日 

3 面積（ ㎡）  

 538,761.46 

4 位置 

台東区上野公園、 池之端三丁目

5 交通 

JR・ 東京メ ト ロ 銀座線、 日比谷線・ 京成線
「 上野駅」 徒歩２ 分 

6 主な施設 

野球場兼競技場（ １ 面・ 照明付）、 ボート
場、 野外ス テージ、 上野恩賜公園総合案内
所、 恩賜上野動物園、 国立科学博物館、 国
立西洋美術館、 東京都美術館、 上野の森美
術館、 日本芸術院、 日本学士院、 東京文化
会館(公園区域外)、 駐車場、 便益施設（ 精
養軒等）、 教養施設（ 西郷隆盛像等）  
 

7 文化財等の指定 

旧東京音楽学校奏楽堂（ 重要文化財＝建造
物、 台東区管理）  
旧東京科学博物館本館（ 国立科学博物館日
本館）（ 国指定重要文化財（ 建造物） =（ 独）
国立科学博物館管理）  
国立西洋美術館本館（ 国指定重要文化財
（ 建造物） = （ 独） 国立美術館国立西洋美
術館管理）  

（ 以下次頁につづく ）
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公園の名称等 沿革と その特徴 

辺）、 同 16 年３ 月 F 及び H 地区（ 行幸道路外）、
同 17 年３ 月 K 地区（ 野球場）、 をそれぞれ再生
整備し た。  
 平成 21 年４ 月１ 日よ り 、 上野公園管理所が廃
止さ れ、 東部公園緑地事務所直轄管理と なる 。
 上野公園グラ ンド デザイ ン 検討会報告書に示
さ れた考え方を踏ま え平成 21 年９ 月に策定し た
「 上野恩賜公園再生基本計画」 に基づき 、 平成
24 年 5 月 12 日、竹の台広場に新し い噴水やオー
プンカフ ェ を整備し た。 その後、 順次園内の再
整備を進め、 平成 30 年３ 月、 動物園表門前広場
の再生整備が完了し た。 令和２ 年３ 月 20 日、 上
野公園口南北ロ ータ リ ーの供用を開始し た。  
 
【 近年の取組等】  

東京都都市公園制度制定 150 周年・ 上野恩賜
公園開園 150 周年を記念し 、「 上野恩賜公園開園
150 周年総合文化祭」 を開催し た。 ま た、 桜花期
対応では昨年に引き 続き 、 さ く ら 通り を一方通
行に規制し 、 来園者に「 歩き ながら のお花見」
を楽し んでいただいた。

公園の名称等 沿革と その特徴 

青

 山

 葬

 儀

 所

 

1 開設 青山葬儀所は、 明治 39 年に青山寺の住職であ
っ た疋田運猷によ り 落成・ 竣工、 経営さ れてい
たも ので、 大正 14 年に東京市が買い受け、 引き
継いだ公営葬儀所であり 、 一般的には青山斎場
と し て知ら れている 。  
 昭和 20 年５ 月に戦災で焼失し たが、 昭和 28
年 12 月に現在地へ移転、 木造平屋建で再建さ れ
た。 その後、 昭和 49 年２ 月に鉄筋鉄骨造の洋風
建築と し て改築さ れ、 昭和 60・ 61 年度に改修さ
れた。  
 平成 18 年度から は指定管理者の管理運営と な
り 、 内装等の施設改修が行われた。  
 式場は 300 席（ 椅子の追加でプラ ス 約 40 席）
である が、 30 名程度の家族葬でも 利用さ れてい
る 。 付属施設と し てご遺体安置室、 専用保冷庫、
宿泊可能な遺族室、 会葬者控え室など があり 、
こ れら 各室は静かな中庭に面し 、 回廊で結ばれ
ている 。  
 ま た平成 23 年度 11 月には、 新たに待合室が
建設さ れた。 椅子 320 脚（ 最大 450 席収容）、 テ
ーブル各種 38 台等を常備し 、 専用の配膳準備室
も 併設、 立食などで懇親会も 行われている 。  
 当施設では主に社葬、 団体葬で、 会葬者 1,000
名から 2,000 名と いう 大規模な葬儀が多かった
が、 最近は 500 名以下の利用が多く 、 著名人が
密葬で使用する ケース も 増えている 。 ご法要や
生前葬での利用も 可能になっ ている 。 １ 日１ 件
の利用に限ら れており 、 緑の木々、 庭園に囲ま
れた自然環境の中で、 ご遺族には施設全体を 占
用し て頂き 、 安ら かで落ち着いた時間と 共に、
ご葬儀を執り 行って頂いている 。  

施設の老朽化が顕著である こ と から 、 令和 3
年 3 月 31 日をも って施設の使用を休止し 、 改築
工事を進めている 。

大正 14 年６ 月１ 日 

2 面積（ ㎡）  

9,559.65 

3 位置 

港区南青山二丁目 33 番 20 号 

4 交通 

東京メ ト ロ 千代田線「 乃木坂駅」 徒歩３ 分
東京メ ト ロ 銀座線・ 半蔵門線・ 都営大江戸
線「 青山一丁目駅」 徒歩 12 分 

5 使用者及び埋葬者数 

令和２ 年度実績（ Ⅰ種 8h、Ⅱ種 4h 計） 37 件

令和２ 年度葬儀等（ ※） 実績件数 18 件
※法要の利用も ある 為 

6 文化財等の指定

なし  

7 施設の概要 

建築面積 2,512 ㎡（ 待合室含む）
鉄骨鉄筋コ ンク リ ート 造平屋建 
式  場  3 15 ㎡ 
  椅子 300 席 
付属設備 1,402 ㎡ 
 安置室（ 個室）、 遺族室、 待合室、 懇親
会室、 受付、 本部室、 更衣室、 ク ロ ーク 、
駐車場 他 

上

 野

 恩

 賜

 公

 園 

（ 以下次頁につづく ）

② 葬儀所   面積 9,559.65 ㎡
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③ 主な公園内施設 

公園の名称等 沿革と その特徴 

日

 比

 谷

 公

 会

 堂

 

1 開設 【 沿革・ 特徴】
 日比谷公会堂は、 時の市長であっ た後藤新平
伯の発議によ り 、 こ れに賛同し た安田善次郎翁
の志を 継いだ遺族の寄付金を 元に、 市政会館付
属ホールと し て建設さ れ、 昭和４ 年 10 月 19 日
に竣工と 同時に東京市に対し て、 その運営管理
が委譲さ れたも のである 。  
 こ の建物は、 昭和 20 年９ 月から 同 24 年 10 月
ま で進駐軍に接収さ れていた一時期を 除き 、 開
設以来多目的ホールと し て音楽会、 舞踊、 演劇、
式典、 各種大会等の催し 物に利用さ れてき た。
 特に、 第二次世界大戦から 戦後の一時期にか
けて、 内外の著名演奏者によ る 音楽会のほと ん
ど は当公会堂で行なわれ、 日本のカーネギーホ
ールと し て、 我が国の音楽文化の向上に果たし
た役割は非常に大き い。  
 昭和 30 年代の後半以降、 都内の各地に近代的
なホールが次々と 建設さ れている が、 2,000 人以
上を 収容でき る 廉価な施設は都内には数少な
く 、 かつ、 著名度や地理的・ 環境的条件等から 、
一定の需要がある 。  
 一方で、 設備については、 相当に老朽化し て
いる も のの、 昭和 32 年以降、 継続的に舞台、 客
席、 冷暖房装置、 消防設備、 身体障害者設備等
の改修及び舞台の張替を 行なう など 、 時代の要
求に応じ ら れる よ う 努力し てき た。  
 平成 21 年に開設 80 周年を迎え、 こ れま での
歴史を 改めて確認し 、 未来へと 継承さ せていく
ス タ ート と し た。  

なお、 平成 28 年４ 月１ 日よ り 、 耐震化のため
利用を休止し ている 。  

令和５ 年３ 月東京都指定有形文化財に指定さ
れている 。  
 

昭和４ 年 10 月 19 日 

2 位置 

千代田区日比谷公園１ 番３ 号 

3 交通 

Ｊ Ｒ・ 東京メ ト ロ 有楽町線「 有楽町駅」 徒歩
15 分 
東京メ ト ロ 丸の内線、千代田線「 霞ヶ 関駅」
徒歩５ 分 
東京メ ト ロ 日比谷線「 日比谷駅」 徒歩３ 分 

4 文化財等の指定

市政会館及び日比谷公会堂（ 都指定有形文
化財（ 建造物） ＝（ 公財） 後藤・ 安田記念
東京都市研究所及び都管理）  

 

5 施設の概要 

 建物面積    6,032 ㎡ 
舞台面積      198 ㎡ 

     間 口    20 m  
     奥 行    10 m  
     高 さ     7.3m  

客  席     2 ,074 ㎡ 
     階 下  1,052 席 
     階 上  1,022 席 

身体障害者専用施設 
      客席 11 席、 エレ ベータ ー１ 基 
      車椅子  ３基 
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⑵ 委 任 公 園 

① 庭 園      面積 595,514.92 ㎡ 
公園の名称等 沿革と その特徴 

旧

 岩

 崎

 邸

 庭

 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 旧岩崎邸庭園は、 旧三菱財閥の創始者岩崎彌
太郎氏によ って、明治 11 年８ 月にこ の地が購入
さ れ、 岩崎家の本宅と し て使用さ れていたも の
で、 洋館と 和館が併置する 典型的な明治期の大
邸宅で、 岩崎彌太郎の子息、 久彌氏の邸宅であ
った。  
 往時は 15,000 坪の敷地に 20 棟も の建物があ
っ たが、 現在は書院造の和館広間と 、 英国人建
築家ジョ サイ ア・ コ ンド ル氏の設計である 洋館
と 撞球室が現存する のみで、 芝庭も 同期に作庭
さ れたも のだが、 建築と 同じ 和洋折衷の形式と
なっ ていて、 文化史に残る 明治期の貴重な財産
である 。  
 昭和 36 年に洋館と 撞球室が、 ま た昭和 44 年
には和館大広間と 洋館東脇にある 袖塀が、 そし
て、 平成 11 年には宅地・ 煉瓦塀を含めた屋敷全
体が、 国の重要文化財に指定さ れている 。  
 平成 13 年２ 月 28 日に公園と し て都市計画決
定さ れたのを受けて、 平成 13 年 10 月１ 日には
和館と 庭園を開園し た。  
 洋館と 撞球室については、 文化庁によ る 改修
工事の完了に伴い、 平成 15 年４ 月 25 日に追加
開園し た。  
 平成 23 年に隣接地を取得し 、令和２ 年度よ り
茅町本邸内実測図（ 大正６ 年） に基づき 、 芝庭
を往時の姿に復元する ための整備を行った。  
 
【 近年の取組等】  

芝庭復元工事の完了に伴い、 令和５ 年６ 月 1
日に追加開園し 、 新管理所と と も にオープンし
た。 新紙幣で注目の集ま る 「 津田梅子」 ゆかり
の非公開部屋であっ た「 学習室」 をパネル展示
解説と 修復し た家具を設置し 、 初公開し た。  

平成 13 年２ 月 28 日 
平成 21 年 11 月 30 日（ 2.07ha）  

2 開園年月日 

平成 13 年 10 月１ 日 

3 面積（ ㎡）  

20,709.25 

4 位置 

台東区池之端一丁目、 文京区湯島四丁目

5 交通 

東京メ ト ロ 千代田線「 湯島駅」 徒歩３ 分 
東京メ ト ロ 銀座線「 上野広小路駅」 徒歩10 分
都営大江戸線「 上野御徒町駅」 徒歩 10 分
Ｊ Ｒ 山手線「 御徒町駅」 徒歩 15 分 

6 入園料 

一般及び中学生 400 円 
（ 都内在住・ 在学の中学生は無料）  
65 歳以上 200 円 
みどり の日（ ５ 月４ 日）、 都民の日（ 10 月
１ 日） は無料 

7 主な施設 

 洋館、 撞球室、 和館 

8 休園日 

12 月 29 日から 翌１ 月１ 日 

9 文化財等の指定

旧岩崎家住宅（ 国指定重要文化財（ 建造物）
= 建造物及びその敷地）  

公園の名称等 沿革と その特徴 

旧

 芝

 離

 宮

 恩

 賜

 庭

 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
元々海面であったこ の地は、 明暦（ 1655 年～

1658 年） 頃に埋め立てら れ、延宝６ 年（ 1678 年）
に老中・ 大久保忠朝の邸地と なった。 忠朝は、
こ の地に上屋敷を 建てる こ と と し 、 藩地小田原
から 庭師を呼び、 庭園を作ら せて「 楽寿園」 と
命名し た。  
 その後、 幾人かの手にわたり 、 幕末には紀州
徳川藩の芝屋敷と なっ た。 明治４ 年には、 有栖
川宮家の所有と なったが、 明治８ 年に宮内省が
こ れを買い上げ、 翌明治９ 年に芝離宮と なった。
 本庭園は、 江戸時代の典型的な回遊式潮入林
泉庭園で、 品川湾の展望を ほし いま ま にし たも
のである 。  
 園内の建物や樹木は関東大震災によ り 焼失し
た後、 大正 13 年１ 月に昭和天皇の御成婚記念と

（ 昭和 21 年４ 月 25 日）（ 院告 14）
東海道線緑地 
昭和 32 年 12 月 21 日 
昭和 36 年 12 月 25 日（ 4.19ha）

2 開園年月日 

大正 13 年４ 月 20 日 

3 面積（ ㎡）  

43,175.36 

4 位置 

港区海岸一丁目
 
 
 
 

（ 以下次頁につづく ）
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公園の名称等 沿革と その特徴 

5 交通 し て下賜さ れ、 園地の復旧、 整備を 施し て同年
４ 月に公開さ れた。  
 その後、 景観の主たる 展望も 前面海岸の埋立
によ り 失われる に至っ たが、 その地割は未だに
残り 、 往時の面影を偲ばせている 。  
 昭和 37 年度に、 東海道新幹線の敷地と し て
4,992 ㎡を割譲し 、 昭和 44 年には研修所跡地を
所管換によ り 取得し 、 昭和 45 年６ 月１ 日に
1,371.34 ㎡を児童公園（ 無料） と し て追加開園し
た。  
 平成７ 年４ 月にそれま での休園日を なく し て
通年開園を 開始し 、 サービス の向上を 図っ てい
る 。  

令和３ 年度に、 隣接する 旧東京浜松町海員会
館敷地を所管換によ り 取得し た。  
 
【 近年の取組等】  
 令和６ 年４ 月 20 日に開園 100 周年を迎える に
あたり 、 AR アプリ を開発・ 導入し た。 皇室建築
家監修の西洋館の AR、かつて園内にあった建物
や訪れた人物と の撮影機能、 海や浜離宮を 望む
景色の VR 体験搭載で、 音声（ ２ 言語） を聞き な
がら 庭園を鑑賞する ガイ ド シス テムを導入し た。 

Ｊ Ｒ・ 東京モノ レ ール「 浜松町駅」 徒歩１ 分
都営大江戸線、 浅草線「 大門駅」 徒歩５ 分
ゆり かも め「 竹芝駅」 徒歩 10 分 
 
 
 

6 入園料 

一般及び中学生 150 円 
（ 都内在住・ 在学の中学生は無料）  
65 歳以上 70 円 
みど り の日（ ５ 月４ 日）、 都民の日（ 10 月
１ 日） は無料 

7 主な施設 

 弓道場 

8 休園日 

12 月 29 日から 翌１ 月１ 日 

9 文化財等の指定

旧芝離宮庭園（ 国指定名勝＝園内全域）

公園の名称等 沿革と その特徴 

旧

 古

 河

 庭

 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
こ の地は、 明治の元勲陸奥宗光伯の邸地であ

っ たが、 その嫡子である 潤吉氏が古河市兵衛氏
の養子と なった縁故によ り 、 古河家の所有と な
った。  
 第二次世界大戦後、 古河家の手を 離れ国有財
産と なっ たが、 地元の要望に応える ため、 昭和
30 年４ 月に大蔵省から 園地の無償使用の承認を
受け、 翌 31 年４ 月に開園し た。  
 園地は、 武蔵野台地の高低差を巧みに利用し
た閑雅な邸地で、 本園の核心を なす洋館は、 日
本の建築界に多大な貢献をし た英国人ジョ サイ
ア・ コ ンド ル博士の設計によ り 大正６ 年５ 月に
竣工し た。 こ の洋館は、 英国風ルネッ サンス 風
建物である が、 日本の芸術、 建築に造詣深かっ
た博士は、 内部に日本風の様式を巧みに取り 入
れ、 博士の晩年の代表作と し て極めて評価の高
い建築物の一つである 。 ちなみに、 鹿鳴館、 ニ
コ ラ イ 聖堂など の設計も 博士によ る も のであ
る 。  
 経年変化によ り 老朽化し た洋館について、 昭
和 53 年に本格的な修復に着手し 、 平成元年３ 月
になって工事が完了し た。 その後、 同年 10 月に
は美術館と し てオープンし た。  
 庭園は、 台地の平地と 南斜面を利用し 、 洋館
に調和し て絵画的効果を も たら すよ う に設計さ
れた洋風庭園と 、 山間の風趣を 模し た低地の山
水を 中心と する 日本庭園と に分かれており 、 大
正期の庭園中、 最も 原型をと どめている 。  
 六義園、 小石川後楽園は江戸時代の大名によ
っ て造ら れたも のである が、 本園は明治維新以
降の実業家の手によ り 造ら れた大正期を偲ぶ重

昭和 32 年 12 月 21 日 

2 開園年月日 

昭和 31 年４ 月 30 日 

3 面積（ ㎡）  

30,780.86 

4 位置 

北区西ヶ 原一丁目 

5 交通 

Ｊ Ｒ 京浜東北線「 上中里駅」 徒歩７ 分
東京メ ト ロ 南北線「 西ヶ 原駅」 徒歩７ 分 
Ｊ Ｒ 山手線・ 東京メ ト ロ 南北線「 駒込駅」
徒歩 12 分 

6 入園料 

一般及び中学生 150 円 
（ 都内在住・ 在学の中学生は無料）  
65 歳以上 70 円 
みど り の日（ ５ 月４ 日）、 都民の日（ 10 月
１ 日） は無料 
洋館については別途入館料が必要（ 400 円） 

7 主な施設 

 洋館、 茶室 

8 休園日 

12 月 29 日から 翌１ 月１ 日 

9 文化財等の指定

旧古河氏庭園（ 国指定名勝＝園内全域）

（ 以下次頁につづく ）
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要な文化財である と し て、 昭和 57 年８ 月に東京
都の文化財に指定さ れた後、 ７ 年を かけた修復
工事を経て、 平成 18 年１ 月 26 日、 文化財名称
「 旧古河氏庭園」 と し て、 国の名勝に指定さ れ
た。  
 平成７ 年４ 月にそれま での休園日を なく し て
通年開園を開始し 、 サービス 向上を図っている 。
 ま た、 平成 12 年度から 、 バラ の開花に合わせ
て、 開園時間延長やラ イ ト アッ プ、 茶室での抹
茶のサービス も 行なっている 。  
 
【 近年の取組等】  

来園者が撮影し たバラ 写真でオリ ジナルのバ
ラ 図鑑を 作る こ と ができ る アプリ 「 旧古河バラ
コ レ」 を千葉工業大学と 共同開発し 、 導入し た。

公園の名称等 沿革と その特徴 

清

 澄

 庭

 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
こ の地は、 享保年間（ 1716～1736 年） の下総

国関宿城主であっ た久世大和守の下屋敷であっ
た。 明治に入っ て荒廃し ていたこ の地を岩崎彌
太郎が買い受け、 現在に続く 庭園と し て整備し
た。 なお、 こ の敷地の一部は、 江戸時代の豪商、
紀伊国屋文左衛門の屋敷跡であったと 伝えら れ
ている 。  
 こ の庭園は、 江戸時代の大名庭園を 代表する
回遊式潮入林泉庭園で、 岩崎家が全国から 収集
し 、 庭園の大半を 占める 大泉水周辺に配置し た
奇岩、 名石は、 その数と 種類の豊富なこ と で著
名である 。  
 関東大震災によ り 、 本庭園も 大き な被害を 被
っ たが、 破損の少なかった東側半分について、
大正 13 年 10 月に東京市が寄付を受けた。 その
後こ れを 整備し て、 昭和７ 年７ 月には泉水、 築
山、 枯山水を主体にし た回遊式築山山水庭園と
し て公開し た。  
 大正天皇の葬場殿を 移設、 命名し た大正記念
館は、 昭和 20 年３ 月に東京大空襲によ り 焼失し
たため、 昭和 28 年の貞明皇后の葬場殿旧材の譲
与を 得て、 杉浦巴早稲田大学教授の設計で再建
さ れたが、 経年のため老朽化が激し く 、 昭和 63
年度に建替え工事が行なわれ、 平成元年３ 月 31
日に落成し た。 現在は、 集会場と し て本都の公
式招宴などに広く 利用さ れている 。  
 池畔の涼亭は、 明治 42 年に国賓と し て来日し
た英国のキッ チナー元帥を 歓迎する ため、 岩崎
家が建設し たも のである が、 昭和 60 年に全面改
築工事を 行ない、 現在では集会場と し て利用に
供し ている 。  
 昭和 52 年６ 月１ 日には、 庭園の西側に開放公
園（ 32,818 ㎡） を追加開園し た。  
 開放公園の特色は、 江東地区を災害時の避難
場所と し て有効な空間を確保する ため、 芝生広
場と 樹林、 ま た防災のための水を供給する 池と
で成り 立っている 。  

なお、 庭園部分は、 昭和 54 年３ 月 31 日に東

（ 昭和 21 年４ 月 25 日）（ 院告 14）
仙台堀緑地 
昭和 32 年 12 月 21 日（ 9.66ha）  

2 開園年月日 

昭和７ 年７ 月 24 日 

3 面積（ ㎡）  

81,091.27 

4 位置 

江東区清澄二・ 三丁目 

5 交通 

都営大江戸線「 清澄白河駅」 徒歩３ 分
都営新宿線「 森下駅」 徒歩 15 分 
東京メ ト ロ 東西線「 門前仲町駅」 徒歩 20 分
都営バス（ 豊海水産埠頭行）「 清澄庭園前」
徒歩３ 分 

6 入園料 

一般及び中学生 150 円 
（ 都内在住・ 在学の中学生は無料）  
65 歳以上 70 円 
みどり の日（ ５ 月４ 日）、 都民の日（ 10 月
１ 日） は無料 

7 主な施設 

 大正記念館（ 集会場： 洋室 150 人）、 涼亭
（ 集会場： 和室 40 人）  
8 休園日 

12 月 29 日から 翌１ 月１ 日 

9 文化財等の指定

清澄庭園（ 都指定名勝= 庭園部分のみ）

旧
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 河

 庭

 園 

（ 以下次頁につづく ）
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京都の名勝に指定さ れた。  
 平成元年６ 月１ 日、 平成７ 年６ 月１ 日、 平成
10 年６ 月１ 日には、 西側の未開園地を追加開園
し た。  
 本園の近く には、 芭蕉記念館、 深川江戸資料
館などがある 。  
 平成７ 年４ 月にそれま での休園日を なく し て
通年開園を 開始し 、 サービス の向上を 図っ てい
る 。  

継続し て行っている 景観改善では、 富士山の
稜線上の高木を 計画的に伐採し 、 作庭意図が効
果的に現れた景観を楽し んでいただける よ う に
なった。  
 
【 近年の取組等】  

関東大震災 100 年の節目に地域住民１ 万人の
命を 救い復興に貢献し た「 深川親睦園」 の歴史
を 振り 返り 、 甚大な震災被害から 復興を遂げる
ま での道のり の中での「 清澄庭園の存在」 や 
「 果たし た役割」 を伝え、 現代の防災を学ぶ機
会と なる 「 関東大震災 100 年パネル展示」 を開
催し た。  

公園の名称等 沿革と その特徴 

小

 石

 川

 後

 楽

 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
徳川御三家の一つである 水戸徳川家の祖、 徳

川頼房が寛永６ 年（ 1629 年） に京都の庭師、 徳
大寺左兵衛を招き 、 その邸地に回遊式築山泉水
庭園を築造し た。  
 水戸徳川家第二代藩主の光圀は、 明の遺臣で
我が国に亡命し ていた儒者、 朱舜水の意見を 用
いて手を 加え、 現在のよ う な中国趣味豊かな造
園工事を 施工し た。 ま た、 園名についても 朱舜
水の意見を 採り 入れ、「（ 士はま さ に） 天下の憂
いに先立っ て憂い、 天下の楽し みに後れて楽し
む」 と いう 中国の教えから 後楽園と 名付けら れ
た。  
 明治維新後は、 官収さ れた後、 明治 12 年に東
京砲兵工廠と 改称さ れ、 陸軍省の管理する と こ
ろと なり 、 国際的招宴場にし ばし ば使用さ れた。
 大正 12 年に史蹟及び名勝に指定さ れたが、 関
東大震災によ り 多く の建物が焼失し 、 第二次世
界大戦でも 戦災を被っている 。  
 昭和 11 年 12 月、 文部省から 東京市が管理者
と し て指定さ れた。 東京市では、 鋭意補修に努
め、 昭和 13 年４ 月に一般公開さ れ、 昭和 27 年
３ 月には文化財保護法によ り 、 特別史跡及び特
別名勝に指定さ れた。  
 昭和50 年から は光圀公ゆかり の稲田において
田植え稲刈り 行事を復活し 、 以後、 毎年地元文
京区立柳町小学校の協力を得て、 ５ 月に「 田植
え」 ９ 月に「 稲刈り 」 を 実施し 、 現在では地元
住民によ る 貴重な伝統行事と なっている 。  
 昭和 55、 56 年には、 老朽化し た得仁堂を保存
する ため、 主と し て建物外回り 、 土間、 三和土
打替、 屋根葦替、 建具金物取付等の補修工事を

（ 昭和 17 年４ 月 21 日）  
昭和 32 年 12 月 21 日 
昭和 45 年８ 月７ 日（ 22.10ha）  

2 開園年月日 

昭和 13 年４ 月３ 日 

3 面積（ ㎡）  

70,847.17 

4 位置 

文京区後楽一丁目 

5 交通 

【 東門】  
Ｊ Ｒ 中央線「 水道橋駅」 徒歩５ 分 
都営三田線「 水道橋駅」 徒歩８ 分 
東京メ ト ロ 丸の内線、 南北線「 後楽園駅」
徒歩８ 分 
【 西門】  
Ｊ Ｒ 中央線・ 東京メ ト ロ 有楽町線、東西線、
南北線「 飯田橋駅」 徒歩８ 分 
都営大江戸線「 飯田橋駅」 徒歩３ 分 
東京メ ト ロ 丸の内線、 南北線「 後楽園駅」
徒歩８ 分 

6 入園料 

一般及び中学生 300 円 
（ 都内在住・ 在学の中学生は無料）  
65 歳以上 150 円 
みど り の日（ ５ 月４ 日）、 都民の日（ 10 月
１ 日） は無料 

（ 以下次頁につづく ）
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7 主な施設 行ない、 涵徳亭については、 昭和 60 年度に建物
の全面改修を行なった。 ま た、 平成５ 年度以降、
庭園外周塀を順次築地塀に改修し ている 。  
 昭和 60 年４ 月にそれま での休園日をなく し
て、 通年開園を 他の庭園に先駆けて開始（ 清澄
庭園と の二庭園） し 、 来園者がゆっ く り 庭園鑑
賞を楽し める よ う 努め、平成 11 年から は日曜日、
祝日にボラ ンティ アによ る 無料庭園ガイ ド を 一
日２ 回実施し 、 団体客については平日の臨時ガ
イ ド も 行なっている 。  
 さ ら に、 平成 13 年よ り 正月期間（ １ 月２ ・ ３
日） の開園も 行なう など、 サービス 向上を 図っ
ている 。 ま た、 平成 14 年から ２ ～３ 月には、 水
戸光圀公が楽し んだであろう 梅の香り を懐かし
んでも ら う ため、 催し を開催し ている 。  
 平成 31 年度には瘞鷂碑（ えいよ う ひ） 建立 200
年記念行事が行われ、 白糸の滝の補修工事が完了
し た。 
 令和 2 年 11 月に唐門・ 扁額復元工事が完了し 、
12 月に公開する と と も に、 東門を常時開門と し
た。  
 
【 近年の取組等】  

庭園初と なる 夜間特別開園「 小石川後楽園～
灯り と 笑いで福招き ～」 を 近隣施設の協力を 得
て開催し た。 復元さ れた唐門を 含めた内庭、 松
原のラ イ ト アッ プや築地塀へのプロ ジェ ク ショ
ンマッ ピ ング、 東京大学・ お茶の水女子大学の
学生によ る 狂言・ 里神楽等の伝統芸能公演等 10
日間を開催し た。

 涵徳亭（ 集会場： 和室 30 人、 洋室 85 人）
得仁堂、 九八屋 

8 休園日 

12 月 29 日から 翌１ 月１ 日 

9 文化財等の指定

小石川後楽園（ 国指定特別史跡及び特別名
勝＝園内ほぼ全域[一部域外]）  

公園の名称等 沿革と その特徴 

浜
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1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
こ の付近は、 寛永の頃ま では将軍家の鷹狩場

で、 一面の芦原であった。 承応３ 年（ 1654 年）
に徳川第四代将軍家綱の弟で甲府宰相の松平綱
重がこ の地を賜り 、 海を埋め立てて「 甲府屋敷」
ま たは「 海手屋敷」 と 呼ばれる 別邸を 建てた。
その後、 綱重の子綱豊が第六代将軍と なっ たの
を 契機に、 こ の屋敷は将軍家のも のと なり 、 そ
の名を「 浜御殿」 と 改め、 娯楽、 社交の場と し
て利用さ れた。 以来、 幾度かの造園・ 改修工事
が行なわれ、 第十一代将軍家斉の時代にほぼ現
在の姿の庭園と なった。  
 明治維新以後は宮内省所管と なり 、 その名も
「 浜離宮」 と 改めら れた。 明治２ 年に落成さ れ
た延遼館は、 我が国最初の洋風石造建築であり 、
皇室の迎賓館と し て使用さ れ、 鹿鳴館と と も に
世上に知ら れたが、 明治 22 年に老朽化のために
取り 壊さ れた。  
 第二次大戦後の昭和 20 年 11 月には東京都に
下賜さ れたため、 整備のう え一般公開する こ と
と なった。  
 本庭園は、 江戸時代の代表的な大名庭園であ
り 、 現存する 潮入の庭と し て貴重なも のである 。
昭和 27 年 11 月には文化財保護法に基づいて国
の特別名勝及び特別史跡に指定さ れている 。  

（ 昭和 21 年４ 月 25 日）（ 院告 14）
東海道線緑地 
昭和 32 年 12 月 21 日（ 25.16ha）  

2 開園年月日 

昭和 21 年４ 月１ 日 

3 面積（ ㎡）  

250,215.72 

4 位置 

中央区浜離宮庭園、 銀座八丁目

5 交通 

【 大手門口】  
Ｊ Ｒ ・ 東京メ ト ロ 銀座線・ 都営浅草線「 新
橋駅」 徒歩 12 分 
都営大江戸線「 築地市場駅」 徒歩７ 分 
都営大江戸線・ ゆり かも め「 汐留駅」 徒歩
７ 分 
【 中の門口】  
都営大江戸線、 ゆり かも め「 汐留駅」 徒歩
５ 分 
Ｊ Ｒ 「 浜松町駅」 徒歩 15 分 
【 水上バス 】  
東京都観光汽船「 浜離宮」 下船 

小
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 川
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 楽

 園 

（ 以下次頁につづく ）
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公園の名称等 沿革と その特徴 

6 入園料 庭園は海に面し 、 三方に川を 巡ら せてあり 、
ほぼ北庭と 南庭に分けら れる 。 北庭は、 延遼館
跡の芝生に松が点在し 、 細流には花菖蒲、 雪見
灯篭等が配置さ れている 。 南庭には、 海水を 導
いた潮入の池、 お伝い橋、 中島の御茶屋など が
あり 、 こ れら が潮の干満に合わせて景観が変化
する 様は浜離宮なら ではのも のである 。  
 園内には、 庚申堂鴨場と 新銭座鴨場の二つの
鴨場があり 、 近年、 鴨を 始めと する 野鳥の数も
増加し ている 。  
 お伝い橋、中島の御茶屋は、昭和 28 年と 同 58
年にそれぞれ復元し たも ので、 中島の御茶屋で
は抹茶を楽し むこ と も でき る 。 平成 22 年松の御
茶屋、 平成 27 年燕の御茶屋、 平成 30 年には鷹
の御茶屋を 復元し た。 こ れら ３ つの歴史的資源
を 活用し た「 御茶屋ガイ ド ツ アー」 を 実施し て
いる 。  
 平成７ 年４ 月にそれま での休園日を なく し て
通年開園を開始し 、 平成 10 年度から は日曜日、
祝日にボラ ンティ アによ る 庭園ガイ ド を実施、
平成 13 年から は正月期間（ １ 月２ ・ ３ 日） の開
園も 行なう など、 サービス の向上を図っている 。
 ま た、 水上バス 発着場と し て利用の売店第三
号が平成 19 年６ 月に改修さ れ、 水路から の来園
者を迎えている 。  
 
【 近年の取組等】  
 復元さ れた３ つの御茶屋、 鴨場、 馬場と いっ
た庭園を 特徴づける 歴史的施設の利活用を 推進
し た。 専門知識に基づく 維持管理で施設の価値
を 高めつつ、 様々な趣向のイ ベント や定例の御
茶屋ガイ ド ツアー等によ り 、 利用促進を図る と
と も に庭園文化を積極的に普及啓発し た。  

 一般及び中学生 300 円 
（ 都内在住・ 在学の中学生は無料）  
65 歳以上 150 円 
みど り の日（ ５ 月４ 日）、 都民の日（ 10 月
１ 日） は無料 

7 主な施設 

 中島の御茶屋（ 集会場： 和室 40 人）、 芳梅
亭（ 集会場:和室 25 人）、 松の御茶屋（ 教養
施設）、 燕の御茶屋、 鷹の御茶屋、 船着場
（ 水上バス ）  

8 休園日 

12 月 29 日から 翌１ 月１ 日 

9 文化財等の指定

旧浜離宮庭園（ 国指定特別名勝及び特別史
跡＝園内全域）  

公園の名称等 沿革と その特徴 

向

 島

 百

 花

 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
向島百花園は、 元旗本多賀氏の屋敷跡であっ

たこ の地に、 文化元年（ 1804 年） に仙台の人で
ある 佐原鞠塢（ さ はら き く う ） が創設し た庭園
で、 現代に残る 江戸時代の花園唯一のも のであ
る 。  
 開園当初は、360 本の梅が主体で、当時有名だ
っ た亀戸の梅屋敷に対し て「 新梅屋敷」 と 呼ば
れていた。 なお、「 百花園」 の名称は、「 四季百
花の乱れ咲く 園」 と いう 意味で名づけら れたも
のである 。  
 小石川後楽園や六義園など の数奇を こ ら し 経
費を 惜し ま ず築造さ れた大名庭園と は著し く 趣
を 異にし 、 鞠塢と 親交の深かっ た当時の一流文
化人たちが協力し 、 文人趣味豊かな庭と し て造
ら れ、 いわば素人の手によ る 庶民のための庭で
あった。  
 ま た、 作庭の構想も その名のと おり 、 梅 360
本の梅園を 始め、 池泉、 築山の代わり に日本的
な山草、 野草を 無数に植栽し たも ので、 特に梅

昭和 32 年 12 月 21 日 
平成６ 年１ 月 28 日（ 1.1ha）  

2 開園年月日 

昭和 14 年７ 月８ 日 

3 面積（ ㎡）  

10,885.88 

4 位置 

墨田区東向島三丁目 
 

 

5 交通 

東武伊勢崎線（ ス カイ ツリ ーラ イ ン）「 東向
島駅」 徒歩８ 分 
京成押上線「 京成曳舟駅」 徒歩 13 分 
Ｊ Ｒ 線「 日暮里駅」 よ り 都営バス（ 亀戸行）
「 百花園前」 徒歩３ 分 

（ 以下次頁につづく ）

浜

 離

 宮

 恩

 賜

 庭

 園 
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公園の名称等 沿革と その特徴 

6 入園料 の花と ハギを初めと する 秋の七草を も って知ら
れ、 年を追う ごと に盛況を極めていった。  
 時代の移り 変わり と と も に園景は荒廃し 、 大
正４ 年にこ れを 惜し んだ小倉常吉氏が一切を 譲
り 受け補修保存に努めた。  
 その後、 昭和８ 年２ 月に国の名勝に指定さ れ、
同 13 年 10 月に小倉翁の追善と 名勝の永久保存
のため、 小倉未亡人から 東京市に寄付さ れた。
こ れを受けた市では、 補修整備のう え翌 14 年７
月に制限公開庭園と し て有料で開園し た。 昭和
31 年１ 月に名勝指定が解除さ れる が、 昭和 53
年 10 月に再び国の名勝及び史跡に指定さ れた。
 昭和 60 年には、 老朽化し た御成座敷を保存す
る ため、 同建物の全面改修を行なった。  
 平成７ 年４ 月にそれま での休園日を なく し て
通年開園を開始し 、 サービ ス の向上を 図っ てい
る 。  
 ま た、 新春「 春の七草籠」 の頒布を 始めと し
て、 ８ 月下旬の「 虫き き の会」、 中秋の名月を中
心と し た「 月見の会」 等の夜間特別公開と いっ
た江戸の園芸・ 伝統文化の保存や継承を行っ て
いる 。  
 
【 近年の取組等】  

初代園主佐原鞠塢が著し た「 梅屋花品」 記載
の貴重品種を捕植、 水戸の育種家から 頂戴し た
枝を 接木し て育成し 定植でき 、 庭園の保存活用
計画に基づく 梅の名所景観づく り を 継続し てい
る 。  

一般及び中学生 150 円 
（ 都内在住・ 在学の中学生は無料）  
65 歳以上 70 円 
みどり の日（ ５ 月４ 日）、 都民の日（ 10 月
１ 日） は無料 

7 主な施設 

 御成座敷（ 集会場： 和室 35 人）、 ハギのト
ンネル、 福禄寿尊（ 隅田川七福神）  

8 休園日 

12 月 29 日から 翌１ 月３ 日 

9 文化財等の指定

向島百花園（ 国指定名勝及び史跡＝園内全
域）  

公園の名称等 沿革と その特徴 

六

 義

 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 元々は、 徳川五代将軍綱吉の側用人である 柳
澤出羽守吉保の下屋敷で、 こ の付近四万六千余
坪を 幕府から 与えら れ、 吉保自ら 設計指揮に当
たり 、 文学趣味を 遺憾なく 発揮し て元禄 15 年
（ 1702 年） に完成し た。「 六義園」 の名は、 中国
の古い漢語集である「 毛詩」に記さ れている「 風、
賦、 比、 興、 雅、 頒」 の六義に由来し 、 和歌の
六体によ る も のである 。  
 庭園様式は、 回遊式築山泉水庭園で、 千川上
水の水を 注いでいた。 園内には、 日本の名勝に
似せた景観が 88 箇所あり 、 それら の景観にちな
んだ名称を付すなど、 江戸時代屈指の名園であ
ったが、 吉保が没し た後は荒れる 一方であった。
 明治 10 年頃、 付近の藤堂、 安藤、 前田の各氏
邸と と も に、 岩崎彌太郎別邸と なる に及んで旧
景を補修し 、 再び昔の美し さ を取り 戻し た。  
 昭和 13 年４ 月、 岩崎久彌氏から 庭園を中心と
し た三万余坪が市民の鑑賞・ 休養の地と し て東
京市に寄贈さ れ、 同年 10 月に有料庭園と し て公
開さ れた。昭和 15 年８ 月には国の名勝に、同 28
年３ 月には特別名勝に指定さ れた。  
 なお、 老朽化し た心泉亭を 保存する ため、 昭
和 60 年に同建物の全面改修を行ない、 平成５ 年
度から は外周塀の改修を行なっている 。  

昭和 32 年 12 月 21 日（ 10.08ha）

2 開園年月日 

昭和 13 年 10 月 16 日 

3 面積（ ㎡）  

87,809.41 

4 位置 

文京区本駒込六丁目 

5 交通 

Ｊ Ｒ 山手線・ 東京メ ト ロ 南北線「 駒込駅」
徒歩７ 分 
都営三田線「 千石駅」 徒歩 10 分 
 

6 入園料 

一般及び中学生 300 円 
（ 都内在住・ 在学の中学生は無料）  
65 歳以上 150 円 
みどり の日（ ５ 月４ 日）、 都民の日（ 10 月
１ 日） は無料 
 
 
 

向

 島

 百

 花

 園 

（ 以下次頁につづく ）
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公園の名称等 沿革と その特徴 

7 主な施設 平成７ 年４ 月にそれま での休園日を なく し て
通年開園を開始し 、 平成 13 年よ り 正月期間（ １
月２ ・ ３ 日） の開園も 行なっている 。  

さ ら に、 シダレ ザク ラ の開花や紅葉に合わせ
た開園時間延長やラ イ ト アッ プ、 日曜日、 祝日
のボラ ンティ アによ る 庭園ガイ ド を 実施する な
ど、 サービス の向上を図っている 。  
 
【 近年の取組等】  

紅葉と し だれ桜の見頃に合わせたラ イ ト アッ
プイ ベント を、 夜間特別観賞と し て開催し てい
る 。  
 

 心泉亭（ 集会場： 和室 25 人）、 宣春亭（ 集
会場： 和室５ 人）、 滝見茶屋 

 
 
8 休園日 

12 月 29 日から 翌１ 月１ 日 

9 文化財等の指定

六義園（ 国指定特別名勝＝園内全域）

 

六

 義

 園 
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 ②開放公園    面積 9,225,653.91 ㎡ 

公園の名称等 沿革と その特徴 

青

 山

 公

 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 都市計画青山公園は、 戦災復興計画において
「 緑地」 と し て内環状緑地の一環と し て位置づ
けさ れた。 し かし 、 こ の時指定さ れた公園区域
の大部分は、市区改正新設計で明治 36 年３ 月 31
日市告示 36 号によ り 「 青山墓園」 と し て都市計
画決定さ れた区域である 。 昭和 32 年に都市計画
の再検討で計画上追認さ れる こ と と なり 、 都市
計画青山公園と 都市計画青山墓園の二面性を 有
する 事と なった。  
（ 1） 六本木地区（ 南地区・ 25,015.50 ㎡）  
 こ の公園は、 昭和 38 年３ 月に国が都市計画
代々木公園の一部をＮ ＨＫ に割愛する こ と と し
たため、 都がその代替地を国に要求し た結果、
国から 駒場公園用地と と も に当公園用地の無償
貸付を受ける こ と と なったも のである 。  
 こ の土地は元々旧陸軍の射撃場跡地であり 、
昭和 44 年３ 月 24 日に公園地と し て国から 無償
貸付を受け、 昭和 44 年度工事で約１ ／２ を造成
し た上で昭和 45 年に開園後、 昭和 47 年６ 月１
日にも 6,120 ㎡、昭和 53 年６ 月１ 日に 2,826 ㎡、
令和 5 年 2 月 1 日に 4,732.26 ㎡を追加開園し た。
（ 2） 南青山地区（ 北地区・ 19,734.96 ㎡）  

都市計画に基づき 昭和 48 年用地買収に着手
し 、 昭和 50 年６ 月１ 日に 3,212.38 ㎡を、 昭和
59 年６ 月１ 日に引揚者住宅跡地 3,545.62 ㎡を整
備し 追加開園し た。  
 その後、 平成５ 年６ 月１ 日に、 1,711.37 ㎡、 平
成６ 年６ 月１ 日に 1,546.81 ㎡、 平成７ 年６ 月１
日に 7,570.92 ㎡、平成９ 年６ 月１ 日に 595,15 ㎡、
平成 25 年６ 月１ 日に 1,552.71 ㎡を追加開園し
た。  
 
【 近年の取組等】  

令和 5 年度は、 保育園児を招いた地域連携の
防災訓練やキッ ズフ ェ ス タ イ ベント で災害救助
犬のデモンス ト レ ーショ ンを 行う など 、 子供た
ちも 楽し める 防災イ ベント を開催し た。  

（ 昭和 21 年４ 月 25 日）（ 院告４ ）
内環状緑地 
昭和 32 年 12 月 21 日 
昭和 38 年３ 月 29 日（ 30.39ha）  

2 開園年月日 

昭和 45 年６ 月１ 日 

3 面積（ ㎡）  

44,750.46 

4 位置 

港区六本木七丁目、 南青山一丁目

5 交通 

 東京メ ト ロ 千代田線「 乃木坂駅」 徒歩５ 分
東京メ ト ロ 日比谷線「 六本木駅」 徒歩５ 分
東京メ ト ロ 銀座線・ 都営大江戸線「 青山一
丁目駅」 徒歩５ 分 

6 主な施設 

こ ど も 広場（ 北地区）  

7 文化財等の指定

なし  

公園の名称等 沿革と その特徴 

赤

 塚

 公

 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 昭和18 年８ 月に赤塚緑地と し て都市計画決定
さ れたが、 事業化さ れなかった。 同 32 年に赤塚
公園と し て決定後、 同 40 年と 43 年に区画整理
事業の関係で都市計画を見直し た。  

計画面積は約 32.1ha で、昭和 44 年から 用地買
収に入り 、 逐次準備を 図り ながら 追加開園し て
いる 。 昭和 47 年４ 月には、 日本住宅公団から 土
地区画整理事業によ る 公園用地と し て約 12.8ha
の引継を受けた。ま た、昭和 53 年６ 月及び同 55
年８ 月に板橋区徳丸丘土地区画整理組合から  
3.13ha の用地を引継いだ。  
 昭和 62 年度には噴水を設置し 、 広場の改修工
事を行った。  

平成 11 年５ 月 31 日には、 バレ ーボール場を

（ 昭和 18 年８ 月４ 日）（ 内告 522）
昭和 32 年 12 月 21 日 
平成 11 年２ 月 26 日（ 32.1ha）  

2 開園年月日 

昭和 49 年６ 月１ 日 

3 面積（ ㎡）  

255,480.40 

4 位置 

板橋区高島平三丁目、 徳丸七・ 八丁目、
四葉二丁目、 赤塚四・ 五・ 八丁目、 大門 

5 交通 

都営三田線「 高島平駅」 徒歩８ 分

（ 以下次頁につづく ）
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公園の名称等 沿革と その特徴 

6 主な施設 廃止し た。
 
【 近年の取組等】  

高島平グラ ンド デザイ ン を推進する 板橋区、
UR 都市機構等と 連携し た地域活性化イ ベント
を 初開催。 ２ 保育園と の連携で「 花育」 活動を
新たに実施。地域連携や開催規模を拡充し て「 東
京五感公園 2023」 を開催。  

競技場、 野球場、 テニス コ ート （ ７ 面）、
バーベキュ ー広場、 駐車場 

7 文化財等の指定

徳丸ヶ 原（ 都指定旧跡）  

公園の名称等 沿革と その特徴 

宇

 喜

 田

 公

 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 本公園は、 江戸川区の南東部、 環状７ 号線内
側の既成市街地内に位置し ており 、 動物園や釣
り 池、 日本庭園等の施設をも つ江戸川区立行船
公園に隣接し ている 。  
 本公園は昭和 32 年に都市計画決定さ れ、 平成
２ 年に宇喜田公園基本計画を策定（ 20.0ha）、 周
辺住民から の野球広場整備要望等を 受け、 江戸
川区はじ め地元住民と 整備計画の調整を 図り 、
「 身近なス ポーツ から 自然観察ま で多彩なリ ク
リ エーショ ン活動が可能な、 広々と し た花いっ
ぱい、 緑豊かな公園」 と し て計画さ れる 。  
 平成 13 年度に整備工事の完了し た、 少年野球
のでき る 多目的広場・ フ ラ ワ ープロ ムナード ・
駐車場を平成 14 年４ 月１ 日に開園し た。  
 平成 14 年度には第二駐車場を整備。 平成 15
年５ 月１ 日に 4,080.33 ㎡、 平成 16 年１ 月１ 日に
8,695.68 ㎡、 平成 16 年６ 月１ 日に 23,438.08 ㎡、
平成 21 年６ 月１ 日に 4,526.91 ㎡、 平成 22 年６
月１ 日に 1,585.88 ㎡を追加開園し た。  
 
【 近年の取組等】  
 ボラ ンティ ア団体と 協働し 、 ハーブガーデン
を拡充し た。 ラ ベンダーの育成に注力し ている 。

昭和 17 年１ 月 31 日（ 内告 43）  
昭和 32 年 12 月 21 日（ 20.00ha）  

2 開園年月日 

平成 14 年４ 月１ 日 

3 面積（ ㎡）  

59,812.58 

4 位置 

江戸川区北葛西三丁目、 宇喜田町

5 交通 

都営新宿線「 船堀駅」 徒歩 15 分 
東京メ ト ロ 東西線「 西葛西駅」 徒歩 13 分 

6 主な施設 

多目的広場、 駐車場 

7 文化財等の指定

なし  

公園の名称等 沿革と その特徴 

浮

 間

 公

 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 当公園は、 荒川の旧河川敷を公園と する ため、
昭和 35 年度に都市計画事業を決定し たも のであ
る 。 昭和 42 年７ 月に一部開園し 、 その後逐次追
加開園し て、 現在の開園面積は 11.73ha である 。
こ のう ち、 約４ ha は池面で、 水面を中心と し た
公園と なっ ており 、 昔から へら 鮒釣り 場と し て
知ら れ、 現在も 多く の人が公園を利用し ている 。
 し かし 、 昭和 60 年９ 月に JR 埼京線浮間舟渡
駅の開業に伴い、 当公園の利用度が高ま る と 同
時に利用形態の変化も 起こ り 、 全体的な公園施
設の老朽化と 相ま って施設と その配置の再検討
が必要と なり 、 昭和 62 年度から ３ ヶ 年計画で全
面改修工事に着手し た。  
 改修前は、「 桜草」 と 「 釣り のでき る 池」 の２
つの柱で造成さ れていたが、 上記改修工事に当
たっ ては「 池面の埋め立てによ る 新し い広場の
出現」、「 風車によ る ク リ ーンなエネルギーの利
用」、「 野鳥の休息でき る 修景的浮島の出現」 と
いう ３ つの柱によ り 造成を行い、 現在に至っ て
いる 。  

（ 昭和 17 年１ 月 31 日）（ 内告 43）
昭和 32 年 12 月 21 日（ 12.75ha）  

2 開園年月日 

昭和 42 年７ 月 26 日 

3 面積（ ㎡）  

117,330.24 

4 位置 

北区浮間二丁目
板橋区舟渡二丁目 

5 交通 

Ｊ Ｒ 埼京線「 浮間舟渡駅」 徒歩１ 分

6 主な施設 

野球場（ 照明付）、 テニス コ ート （ ４ 面・
照明付）、 ゲート ボール場、 子ど も 運動広
場、 風車、 桜草園、 駐車場 
 
 
 

（ 以下次頁につづく ）
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公園の名称等 沿革と その特徴 

7 文化財等の指定 なお、 当公園地は、 桜草の自生地であったが、
野生種が絶滅し てし ま ったため、 現在では北区
が公園地の一部約 1,600 ㎡を利用し て桜草の栽
培を行っている 。  
 
【 近年の取組等】  

近隣保育園と 連携し 、 親子向けのワ ーク ショ
ッ プを園内の広場で実施する 「 青空保育園」 を
初開催。 ま た、 観光名所と なり つつある チュ ー
リ ッ プ花壇は「 １ 万本のチュ ーリ ッ プ事業」 と
し て こ れま でのク ラ ウ ド フ ァ ン ディ ン グ に代
え、 地域協議会のイ ベント 収入等を 財源に、 植
え付けを実施。  

なし  

公園の名称等 沿革と その特徴 

大

 泉

 中

 央

 公

 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 東京都と 埼玉県の境に位置する 当公園は、 か
つて旧陸軍予科士官学校の敷地の一部であっ た
も ので、 第２ 次世界大戦後に米軍が接収し 、 キ
ャ ンプ朝霞と し て利用し ていたも のである 。  
 その後、 米軍から 返還を受け、 昭和 62 年に、
面積 10ha の総合公園と し て都市計画決定さ れ、
造成後の平成２ 年に開園し た。  
 400ｍ ト ラ ッ ク のある 陸上競技場やナイ タ ー
設備のついた野球場などがある 。  
 大泉の名に相応し く 、 大き な噴水のモニュ メ
ント がある 水の広場や既存樹林を活かし た野鳥
の森、 四季の広場、 陽だま り 広場で構成さ れて
いる 。  
 
【 近年の取組等】  

夏休みに「 夜の生き 物観察会」 を 初開催。 園
内の花壇に新たに「 キッ ズファ ーム」 を設置し 、
幅広い世代と 連携し て野菜を 育てる プロ ジェ ク
ト を実施。  
 

昭和 62 年 11 月 25 日（ 10.00ha）（ 大泉中央
公園）  
昭和 63 年１ 月 14 日（ 0.25ha）（ 長久保緑地） 

2 開園年月日 

平成２ 年６ 月１ 日 

3 面積（ ㎡）  

103,000.00 

4 位置 

練馬区大泉学園町九丁目 

5 交通 

東武東上線「 成増駅」 西武バス（ 大泉学園
町行）「 大泉中央公園」 徒歩１ 分 
西武池袋線「 大泉学園駅」 西武バス（ 成増
駅行）「 大泉中央公園」 徒歩１ 分 
Ｊ Ｒ 中央線「 荻窪駅」 西武バス（ 長久保行）
「 長久保」 徒歩２ 分 

6 主な施設 

野球場（ １ 面・ 照明付）、 競技場（ 400m ト
ラ ッ ク ）、 アス レ チッ ク 、 駐車場 

7 文化財等の指定

なし  

公園の名称等 沿革と その特徴 

大

 島

 小

 松

 川

 公

 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
当公園は、 昭和 44 年に策定さ れた「 江東再開

発基本構想」 に基づく 防災市街地再開発事業の
一つである 亀戸・ 大島・ 小松川地区に設置さ れ
た公園である 。  
 こ の再開発事業は、 江東デルタ 地域の東端に
位置し 、 旧中川を 挟んで、 江東区と 江戸川区に
ま た がる 住宅・ 店舗・ 工場等が混在密集し た
98.6ha の区域を、 緊急時には避難場所と なる 公
園の周囲に不燃高層建築物を 配し て防災拠点と
する と と も に、 良好な生活環境を創造する も の
である 。  
 平成 11 年４ 月には、 市街地再開発事業区域外
も 含めて公園と すべく 計画変更を行った。  

昭和 50 年８ 月 15 日 
平成 11 年４ 月 13 日（ 25.10ha）  

2 開園年月日 

平成９ 年８ 月１ 日 

3 面積（ ㎡）  

249,282.77 

4 位置 

江東区大島九丁目（ 江戸川区小松川一丁目）

5 交通 

都営新宿線「 東大島駅」 徒歩３ 分
 

（ 以下次頁につづく ）
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公園の名称等 沿革と その特徴 

6 主な施設 当公園は、 平常時には広域的なレ ク リ エーシ
ョ ンの場と し て利用さ れ、 災害時には約６ 万人
の避難場所と なる も ので、 旧中川の江東区側に
ス ポーツ 広場、 わんさ か広場を 、 江戸川区側に
自由の広場、 季節の広場、 風の広場の５ つのブ
ロ ッ ク を配し ている 。  
 事業の進捗に併せて、 平成４ 年に季節の広場、
風の広場を 、 平成９ 年４ 月にわんさ か広場の一
部を暫定的に一般開放し た。  
 平成９ 年８ 月には、 運動施設を中心と する ス
ポーツ広場の一部を開放し 、 平成 10 年６ 月には
兼用球技場をオープンし た。  
 平成 12 年７ 月にはアス レチッ ク 広場を、 平成
13 年４ 月及び６ 月には自由の広場、 駐車場、 バ
ーベキュ ー広場をオープンし た。  
 平成 18 年３ 月には、 暫定開放部分を 含め
194,556.45 ㎡を開園告示し た。  
 
【 近年の取組等】  

地域と 連携し た防災プロ グラ ムを 展開し たほ
か、 臨時売店を４ 年ぶり に再開し た。  

テニス コ ート （ ４ 面・ 照明付）、 小野球場
（ １ 面）、小野球場兼サッ カー場（ 小野球：
２ 面、 サッ カー場： １ 面、 照明付）、 アス
レチッ ク 広場、 バーベキュ ー広場、 駐車場 

7 文化財等の指定

なし 

公園の名称等 沿革と その特徴 

尾

 久

 の

 原

 公

 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 当公園は、 旭電化尾久工場跡地を 利用し て計
画さ れた都市計画公園である 。  
 計画の概要は、「 自然環境の回復と ス ポーツ ・
レ ク リ エーショ ン利用の両立」 を図る こ と を 基
本テーマと し ている 。  
 平成２ 年 11 月 27 日に事業認可を受けて造成
を 行ない、 平成５ 年６ 月１ 日には造成が終っ た
部分 1.4ha を開園し た。  
 その後も 、 広場、 流れ等を 整備し 、 さ ら にト
ン ボの貴重な生息地であった地域については自
然を 生かし たト ンボの池と し て整備し て、 順次
開園し ている 。  
 当公園西側に面する 公園予定地については、
下水道処理場を 建設する 予定と なっ ており 、 そ
の完成後、 上部を 公園と し て整備する 計画であ
る 。  
 平成 24 年 12 月に土壌調査のため全面閉鎖さ
れたが、 平成 25 年６ 月に部分開放さ れている 。
 平成26 年３ 月にはダイ オキシン類土壌汚染対
策地域の指定が告示さ れる と と も に開放区域も
変更と なり 、 対策工事の上、 平成 27 年３ 月全面
開放さ れた。  
 
【 近年の取組等】  
「 季節のフ ェ ス タ 」 を通じ て都民や企業等と コ

ミ ュ ニ テ ィ の 形 成 を 行 っ た 。 出 店 企 画
「 park:m otto」 を開始し た。  

平成元年３ 月 30 日（ 10.00ha）  

2 開園年月日 

平成５ 年６ 月１ 日 

3 面積（ ㎡）  

61,841.28 

4 位置 

荒川区東尾久七丁目、 町屋五丁目

5 交通 

都電荒川線「 東尾久三丁目駅」 徒歩 10 分
日暮里･舎人ラ イ ナー｢熊野前駅｣徒歩 10 分 

6 主な施設 

池（ ト ンボ池）、 子供の遊び場、 流れ

7 文化財等の指定

なし  

公園の名称等 沿革と その特徴 

葛
西
臨
海
公
園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 葛西臨海公園は、 隣接する 葛西海浜公園（ 港
湾局所管の人工なぎさ 、 海水面部分） と 連続性
を 持った“ 海～浜～陸” を形成し ている 点で、

昭和 47 年１ 月 14 日 
昭和 60 年６ 月 17 日（ 183.50ha）  

（ 以下次頁につづく ）
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公園の名称等 沿革と その特徴 

2 開園年月日 非常に魅力のある 空間構成を有し ている 。
 本公園は昭和 47 年に都市計画決定さ れたも の
で、 陸域 76.3ha、 水域 107.2ha の合計 183. 5ha
である 。  
 東京都施行の葛西沖開発土地区画整理事業
（ 約 38ha）の一環と し て昭和 60 年に事業に着手
し たも ので、 平成元年に開園後、 平成６ 年４ 月
21 日にオープンし た鳥類園をも って、 殆どの整
備を完了し た。  
 こ の公園は、 緑の浜辺、 都民の浜辺、 楽し い
浜辺、 頼も し い浜辺のテーマを 計画の四本柱と
し て、 駅前広場の噴水、 海へのプロ ムナード を
経て葛西海浜公園の西なぎさ へ至る ルート と 、
展望レ ス ト ハウ ス 、 汐風の広場を経て水上バス
（ 東京水辺ラ イ ン ） 乗場に至る ルート を中心に
池（ 蓮池、 芦ヶ 池）、 流れ、 休憩舎、 植物等を配
し 、 都民のレ ク リ エーショ ン 、 環境学習の場と
し て整備し たも のである 。  
 ま た、 公園内にある 葛西臨海水族園は、 昭和
57 年（ 1982 年） 恩賜上野動物園開園 100 周年記
念事業と し て計画さ れ、 平成元年 10 月 10 日に
開園し た。  
 葛西沖は、 昔から 豊富な魚介類を 餌と する 鳥
類が飛来し 、 繁殖する 有数な場所であった。 こ
の地域特性を活かし て、 淡水池、 汽水池及び広
大な森を 人工的に造成し 、 かつての豊かな自然
環境の創出に努めている のが鳥類園である 。 園
内には、 ウ ォ ッ チングセンタ ー、 観察舎、 観察
窓を 設置し 、 鳥類の観察ができ る よ う になっ て
いる 。 なお、 平成 30 年 10 月に葛西海浜公園の
干潟がラ ムサール条約湿地に登録さ れた。  
 平成 11 年４ 月には、 バーベキュ ー広場を開設
し 、 平成 13 年３ 月には当時日本最大・ 最高の大
観覧車が設置さ れ、 当公園のシンボル的施設と
し て好評を博し ている 。  
 平成 28 年度、 東京 2020 オリ ンピ ッ ク ・ パラ
リ ン ピッ ク 競技大会に向けた会場整備に着手し
た。 平成 29 年９ 月 29 日にカヌ ー・ ス ラ ロ ーム
センタ ー整備に伴い、 第二駐車場 29,542.25 ㎡を
廃園し た。  
 平成 31 年４ 月１ 日に 878.56 ㎡を追加開園し
た。  
 
【 近年の取組等】  

「 伝統・ 文化・ 芸術・ 地域」 を テーマにアー
ト マルシェ を初めて開催し た。「 鳥類園ひみつき
ち」 を拡充し 、 魅力向上を図った。  

平成元年６ 月１ 日 

3 面積（ ㎡）  

778,597.49 

4 位置 

江戸川区臨海町六丁目 

5 交通 

Ｊ Ｒ 京葉線「 葛西臨海公園駅」 徒歩１ 分
水上バス （ 東京水辺ラ イ ン）「 葛西臨海公
園」 徒歩１ 分 

6 主な施設 

バーベキュ ー広場、 葛西臨海水族園、 ホテ
ルシーサイ ド 江戸川、 大観覧車、 西海浜公
園（ 人工なぎさ ）、 駐車場 

7 文化財等の指定

なし  

公園の名称等 沿革と その特徴 

亀
戸
中
央
公
園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 日立製作所亀戸工場跡地について、 都市計画
決定を行い、昭和 48 年度に 102,122.52 ㎡を買収
し て公園と し たも のである 。 昭和 54 年度には、
造成が終了し た１ ブロ ッ ク（ A 地区） について、
先行し て開園し た。  
 昭和 61、 62 年度には B、 C 地区を整備し た。
B 地区には人工池、 流れを採り 入れ、 C 地区に

昭和 48 年３ 月３ 日（ 10.60ha）  

2 開園年月日 

昭和 55 年６ 月１ 日 

3 面積（ ㎡）  

103,205.34 

（ 以下次頁につづく ）
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公園の名称等 沿革と その特徴 

4 位置 はテニス コ ート 、 多目的球技広場、 児童遊具等
を配置し た明る い開放公園と し て整備さ れた。
 昭和 61 年６ 月１ 日に B 地区部分 49,005.18 ㎡
を、 昭和 62 年６ 月１ 日に C 地区部分 26,496.05
㎡を、 平成３ 年６ 月１ 日に A 地区 294.04 ㎡を追
加開園し た。  
 ま た、 テニス コ ート については、 昭和 62 年６
月１ 日から 使用を開始し た。  
 平成 23 年６ 月１ 日 178.64 ㎡を追加開園し た。
 
【 近年の取組等】  
 バグズガーデンの拡充のほか、 消防訓練を 行
い、 地域と の連携を強固にし た。  

江東区亀戸八・ 九丁目 

5 交通 

東武亀戸線「 亀戸水神駅」 徒歩２ 分

6 主な施設 

テニス コ ート （ ４ 面・ 照明付）、 児童コ ー
ナー、 多目的球技広場、 亀戸ス ポーツセン
タ ー 

7 文化財等の指定

なし  

公園の名称等 沿革と その特徴 

砧

 公

 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 昭和 15 年の皇紀 2600 年記念行事と し て都市
計画決定さ れ、翌年の３ 月ま でに 760,000 ㎡を買
収し 、 第２ 次世界大戦中防空緑地と し て使用さ
れていたが、 同 23 年自作農創設特別措置法によ
って 386,000 ㎡を開放し た。  
 解放区域のう ち、 253,600 ㎡を占めた砧ゴルフ
場は、 昭和 29 年 11 月の都議会において設置が
議決さ れ、 東京急行電鉄㈱が建設寄付後、 同社
に経営を委託し て、 昭和 30 年 12 月５ 日に供用
を開始し たも のである が、 期限満了後の昭和 40
年 12 月４ 日に供用を廃し 、 昭和 41 年５ 月５ 日
に砧ファ ミ リ ーパーク と し て一般開放し た。  
 昭和 41 年７ 月に東海道幹線自動車国道（ 東名
高速道路） の路線が当園の南側を通過する こ と
が決定し 、 予定地を含む 38,510 ㎡を日本道路公
団に売却し 、 同年 11 月 12 日をも って面積変更
し た。  
 昭和 44 年６ 月 10 日に裏門付近を増設する と
と も に環状８ 号線沿い苗圃 10,854 ㎡を開園し 、
同年度に造成し た元苗圃29,801 ㎡を昭和 45 年６
月１ 日に追加開園し た。 ま た、 昭和 46 年５ 月５
日にサイ ク リ ングコ ース を開設し た。  
 昭和 49 年６ 月１ 日に環状８ 号線側 37,775.04
㎡を昭和 56 年６ 月１ 日に大蔵通り 側 46,757.86
㎡を 、 昭和 57 年４ 月１ 日に駐車場整備に伴う
898.96 ㎡、平成７ 年６ 月１ 日 4,063.17 ㎡を、平成
８ 年６ 月１ 日に 813.10 ㎡を順次追加開園し た。
 園内は、 広々と し た芝生地で、 中央部には随
所に桜が植えら れ、 春には桜の名所と し ても 賑
わっ ている 。 環状８ 号線側は、 梅林、 アス レ チ
ッ ク 広場、 運動広場が配さ れ、 四季を 通じ て校
外活動等にも 利用さ れている 。  
 平成 14 年６ 月１ 日に、 砧公園に隣接する 世田
谷市場周辺道路整備工事に伴い、 世田谷区道と
の土地交換のため 515.09 ㎡を廃止し た。 交換に
よ る 受地は 17 年度に行い、18 年６ 月に追加開園
し た。  

令和２ 年３ 月、 都立公園初のユニバーサルデ
ザイ ン遊具が集ま った「 みんなのひろば」 が完
成し た。

（ 昭和 15 年３ 月 30 日）（ 院告）
昭和 32 年 12 月 21 日 
平成 28 年 12 月 19 日（ 67.00ha）  

2 開園年月日 

昭和 32 年４ 月１ 日 

3 面積（ ㎡）  

391,777.35 

4 位置 

世田谷区砧公園 大蔵一丁目 

5 交通 

小田急線「 千歳船橋駅」 東急バス（ 田園調
布行）「 砧公園緑地入口」 徒歩０ 分 
小田急線「 成城学園前駅」 東急バス (都立大
学駅北口行)「 岡本一丁目」 徒歩０ 分 
東急田園都市線「 用賀駅」 徒歩 20 分ま た
は東急コ ーチバス （ 美術館行「 美術館」）
徒歩０ 分 

6 主な施設 

野球場（ ２ 面・ 照明付）、アス レ チッ ク 広場、
運動広場、 小サッ カー場（ 照明付）、 駐車
場、バード サンク チュ アリ 、世田谷美術館、
サイ ク リ ングコ ース  

7 文化財等の指定

なし  

（ 以下次頁につづく ）
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公園の名称等 沿革と その特徴 

【 近年の取組等】
東京都鳥獣保護員の助言のも と バード サンク

チュ アリ 内の竹林伐採等、 野鳥の水浴び、 水飲
み環境を創出。  

公園の名称等 公園の名称等 

木

 場

 公

 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 当公園は、 仙台堀川を挟んで南北に分かれて
計画面積 24.2ha の総合公園であり 、 地方公共団
体が設置する 昭和天皇御座位 50 周年記念公園と
し て、 国（ 建設省） から 指定を受けている 。  
 木場地区は、 昭和 44 年に策定さ れた江東再開
発基本構想の中で、 防災６ 拠点の一つである 避
難拠点と し て位置付けら れており 、 当公園はそ
の中心と し て避難広場の機能を 期待さ れて い
る 。 こ のため、 当公園は既存の公園と は異なり 、
工場、 商店、 事業所ビ ル、 一般住宅等の混在す
る 過密既成市街地の中で用地買収を 行い、 造成
整備を行ってき た。  
 当公園の計画区域は、 元々木材関連企業者の
集中する 木場地区と し てその名が知ら れていた
が、 公園整備事業に先立って昭和 47 年から 始ま
っ た木材関連企業者の新木場移転事業跡地と な
り 、 事業認可の時点で 65% の用地が取得さ れて
いた。 昭和 52 年度末から は、 公園事業（ 防災的
役割を持つ都市公園） と し て北地区から 本格的
な整備事業に着手し 、 南地区では、 地下鉄 12 号
線（ 都営大江戸線） の地下車庫が計画さ れたた
め、 関連する 公園基盤整備工事も 実施し た。 当
公園は、「 水と 緑と 森林公園」 をテーマに、 各種
の広場を 中心に外周植栽を 配し 、 北地区は教
養・ 文化広場（ 東京都現代美術館）、多目的広場、
イ ベント 広場、 テニス コ ート 、 管理棟等を 、 南
地区は噴水広場、 入口広場（ イ ベント 池）、 冒険
広場、 駐車場等を 、 ま た、 中地区は水辺のプロ
ムナード 等を整備し た。  
 さ ら に、 南北地区が仙台堀川と 葛西橋通り で
分割さ れている ため、 両地区を 結ぶ「 木場公園
大橋（ PC 造・ 斜張橋）」 を架設し た。   

平成４ 年６ 月１ 日に 192,625.27 ㎡を新規開園
し 、 その後、 順次追加開園し ている 。 なお、 平
成７ 年３ 月 19 日には東京都現代美術館部分
23,829.09 ㎡を追加開園し た。  
 平成 11 年度末で緑の相談所は閉鎖し たが、 平
成 12 年６ 月には家庭で手軽に楽し める 植物の普
及のための見本園と し て、 地域住民の手によ り
維持管理し ても ら う 都市緑化植物園を 南側地区
にオープンし た。  

ま た、 イ ベント 池では、 毎年 10 月に木場の伝
統芸である 「 木場の角乗」 が披露さ れ、 そのた
めの練習も 行われている 。  
 平成 21 年５ 月には南地区にド ッ グラ ンを開設
し た。  
 平成 30 年４ 月１ 日に国家戦略特別区域法に規
定する 、 都市公園占用保育所等施設設置事業に
係る 、 認可保育所を開所し た。  

昭和 53 年２ 月 21 日（ 24.20ha）

2 開園年月日 

平成４ 年６ 月１ 日 

3 面積（ ㎡）  

238,711.13 

4 位置 

江東区三好四丁目、 平野四丁目、 木場四・
五丁目、 東陽六丁目 

5 交通 

東京メ ト ロ 東西線「 木場駅」 徒歩５ 分
都営新宿線「 菊川駅」 徒歩 15 分 
都営大江戸線「 清澄白河駅」 徒歩 15 分 

6 主な施設 

テニス コ ート （ ６ 面・ 照明付）、 イ ベント
広場、 イ ベント 池、 都市緑化植物園、 バー
ベキュ ー広場、 ド ッ グラ ン、 東京都現代美
術館、 駐車場 

7 文化財等の指定

 なし  

（ 以下次頁につづく ）
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公園の名称等 沿革と その特徴 

令和元年８ 月、 ミ ド リ アム内に BBQ 売店が、
10 月にはキッ ズリ アムがオープンし た。  
 令和２ 年８ 月７ 日、 公募によ り 選定さ れた多
面的活用事業者によ る 便益施設「 KIBACO」 が
オープンし た。  
 
【 近年の取組等】  

地域連携イ ベント 「 KIBA FESTA  2023」 を
11 月に開催。 定番の伝統工芸「 一閑張り 」 体験
や郷土料理「 深川めし 」 の紹介のほか、 初のイ
ベント と し てキッ ズマルシェ 、 端材を 使用し た
木工ワ ーク ショ ッ プ、 親子ヨ ガ、 角乗体験など
を行った。

公園の名称等 沿革と その特徴 

駒
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1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 現在の駒沢オリ ンピ ッ ク 公園が所在する 土地
は、 大正２ 年に東京ゴルフ ク ラ ブによ り 駒沢ゴ
ルフ ク ラ ブと し て開発さ れたが、 昭和 18 年に防
空緑地と し て指定さ れた時点で、 東京都が全面
的に買収し た。  
 第２ 次世界大戦後の昭和 22 年 12 月には、 自
作農特別措置法によ り 農林省に買収さ れ、 一時
国有地と なったが、 昭和 24 年 10 月に駒沢緑地
総合運動場（ 教育庁所管） と し て再び都有地に
なった。  
 昭和 34 年６ 月、 第 18 回オリ ンピ ッ ク が東京
で開催さ れる こ と に決定し 、 駒沢オリ ンピ ッ ク
公園はその第２ 会場と し て、 46 億円の工事費と
３ 年の工期を費やし て昭和 39 年７ 月 23 日に竣
工し 、 競技場と し て輝かし い使命を果たし た。
 大会終了後の昭和 39 年 12 月１ 日に、 現在の
名称である 駒沢オリ ンピ ッ ク 公園と 命名さ れ、
都市公園と し て開園し た。  
 以降、 総合運動公園（ 運動施設は生活文化ス
ポーツ 局） と し て、 広く 都民に親し ま れ現在に
至っている 。  
 園内には、 児童公園３ か所を 始めと し て憩い
の池、 ド ッ グラ ン、 サイ ク リ ングコ ース 等があ
り 、 多く の利用者で賑わっている 。  
 平成 29 年３ 月には、 指定管理者と 公募し た事
業者と の共同事業で運営さ れる レ ス ト ラ ンがオ
ープンし た。  
 
【 近年の取組等】  
「 駒沢ファ ンタ ジア」 では新規参加団体 7 団体

を含む 16 団体が出展し た。 世田谷区で活躍する
店舗や団体等によ る 野菜や花苗の販売やワ ーク
ショ ッ プ等を実施し 、 地域に根差し たイ ベン ト
と なり 、 地域の活性化に寄与し た。  

（ 昭和 17 年１ 月 31 日）（ 内告 43）
昭和 32 年 12 月 21 日 
昭和 37 年 12 月 22 日（ 40.52ha）  

2 開園年月日 

昭和 39 年 12 月１ 日 

3 面積（ ㎡）  

413,573.09 

4 位置 

世田谷区駒沢公園、 駒沢一丁目 
目黒区東が丘二丁目、 八雲五丁目 

5 交通 

東急田園都市線「 駒沢大学駅」 徒歩 15 分
JR 線「 渋谷駅」 東急バス 田園調布行「 駒
沢公園東口」 徒歩０ 分 
JR 線「 恵比寿駅」 東急バス 用賀行「 駒沢
公園」 徒歩０ 分 

6 主な施設 

児童遊園、 ド ッ グラ ン、 駐車場、 ス ト リ ー
ト ス ポーツ広場、 サイ ク リ ングコ ース 、 生
活文化ス ポーツ局施設（ 陸上競技場、 体育
館、 屋内競技場、 硬・ 軟式野球場、 水泳場、
弓道場、 テニス コ ート 等 12 施設）、  

7 文化財等の指定

なし  

公園の名称等 沿革と その特徴 

猿
江
恩
賜
公
園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 本公園が存する 地は、 享保 18 年（ 1733 年） 頃
に横網町から 移っ た幕府の材木蔵の跡地で、 明
治維新後は猿江御料地（ 宮内省御料局貯木所）
と なった。  

（ 昭和 21 年４ 月 25 日）（ 院告 14）
竪川緑地 
昭和 32 年 12 月 21 日 
昭和 53 年 10 月４ 日（ 17.40ha）  

（ 以下次頁につづく ）
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公園の名称等 沿革と その特徴 

2 開園年月日 大正 13 年１ 月 26 日に、 昭和天皇御成婚記念
と し て現在の南側地区が下賜さ れ、 昭和７ 年に
開園し た。  
 北側地区は、 その後も 林野庁所管の貯木場と
し て機能し ていたが、 昭和 51 年に貯木場が江東
区潮見へ移転し たのを 機に払い下げを 受け、 公
園と し て整備、 開園し た。  
 本公園は、 かつての貯木場の水面景観を 再現
し たも のである ミ ニ木蔵と 、 石材で作り 出し た
流れには、 じ ゃぶじ ゃぶ池も 配さ れ、 特に夏場
は親子連れでにぎわっている 。  
 昭和 38 年９ 月に、 池を埋め立てて江東公会堂
の設置を許可し た。 こ の公会堂は、 昭和 40 年３
月 12 日に竣工し 、その後平成６ 年に改築さ れた。
 昭和 46 年６ 月１ 日に 39.58 ㎡を、 昭和 56 年
12 月 26 日に貯木場跡地 93,326 ㎡を追加開園し
た。  
 昭和 63 年度には、 南側部分について日本庭園
化工事を行った。  
 平成３ 年６ 月１ 日に 415.26 ㎡を 追加開園し
た。  
 
【 近年の取組等】  

生物多様性工事を 通じ て 地域と の関係を 築
き 、「 生物多様性フェ ア 2023」 への参加、 連絡協
議会の開催等の活動を行った。  

昭和７ 年４ 月 29 日 

3 面積（ ㎡）  

145,088.43 

4 位置 

江東区住吉二丁目、 毛利二丁目

5 交通 

都営新宿線・ 東京メ ト ロ 半蔵門線「 住吉駅」
徒歩２ 分 
Ｊ Ｒ 総武線「 錦糸町駅」 徒歩 15 分 

6 主な施設 

野球場（ ２ 面・ 照明付） 兼競技場（ 照明付）、
テニス コ ート （ ８ 面・ 照明付）、 江東公会
堂（ ティ アラ 江東）、 ミ ニ木蔵 

7 文化財等の指定

なし  

公園の名称等 沿革と その特徴 

汐

 入

 公
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1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 当公園が立地する 白鬚西地区は荒川区の東端
に位置し 、 住・ 商・ 工の混在する 密集市街地で
あっ た。 当地区の建物は戦災を 免れて老朽化が
進み、 道路も 狭く 、 ま た、 工場移転に伴っ て人
口が大幅に減少し た結果、 防災性の向上と 地域
の活性化が課題と なっていた。  
 こ の事態を受け、 昭和 44 年に江東デルタ 地帯
における 防災性の向上及び地域の生活環境の改
善・ 経済基盤の強化を目的と し て策定さ れた「 江
東再開発基本構想」 に基づき 、 都内の防災拠点
の１ つと し て、 昭和 63 年以降、 施設建築物や公
共施設の整備が行われてき た地区である 。 汐入
公園は、 こ の事業の一環と し て整備さ れ、 広さ  
12.9ha、 災害時には 12 万人が収容可能な避難広
場と し ての機能を 併せ持ち、 防災備蓄倉庫や非
常用電源などの施設が存在する 。  
 公園施設と し ては、 テニス コ ート などのス ポ
ーツ 施設のほか、 災害時にヘリ コ プタ ーが離着
陸でき る 広場と 駐車場に応急仮設ト イ レ も 配置
し ている 。  
 ま た、 バーベキュ ー広場や多目的広場など を
設置し 、 公園の東側は、 隅田川のス ーパー堤防
と 一体化し て整備さ れ、 展望広場から の隅田川
の眺望は、 水辺空間と し て、 快適で親し みやす
い都市空間を生み出す、 都内では貴重なビ ュ ー
ス ポッ ト と な っ ている 。 平成 23 年６ 月１ 日
335.76 ㎡を追加開園し た。  

平成 29 年４ 月１ 日、 国家戦略特別区法に規定

昭和 58 年３ 月 31 日 
平成元年１ 月 20 日（ 12.9ha）  

2 開園年月日 

平成 18 年４ 月１ 日 

3 面積（ ㎡）  

129,369.83 

4 位置 

荒川区南千住八丁目 

5 交通 

Ｊ Ｒ 常磐線・ 東京メ ト ロ 日比谷線・ つく ば
エク ス プレ ス 「 南千住駅」 徒歩 12 分 

6 主な施設 

テニス コ ート （ ４ 面）、ピク ニッ ク 広場（ バ
ーベキュ ー広場）、 野外ス テージ、 展望広
場、 日時計広場、 多目的広場、 複合遊具、
駐車場 

7 文化財等の指定

なし  

（ 以下次頁につづく ）
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公園の名称等 沿革と その特徴 

する 、 都市公園占用保育所等施設設置事業に係
る 、 認可保育所を開所し た。  
 
【 近年の取組等】  

地元町会等と 連携し て、 大規模イ ベント 「 汐
入ま つり 」 を開催。 最新のダンス や音楽が楽し
める ス テージショ ーや、 話題のグルメ を堪能で
き る キッ チンカーの誘致など 、 若年層が楽し め
る プロ グラ ムを 開催し 、 地域交流の活性化に寄
与し た。  

公園の名称等 沿革と その特徴 

潮

 風

 公

 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 東京港のシン ボルゾ ーンの一部と し て、 航行
する 船を 眺めながら 楽し く 利用でき る 公園と し
て、 昭和 49 年に 13 号埋立地跡を造成・ 開園し
たも のである 。  
 昭和 49 年６ 月１ 日に 13 号地公園と し て開園
後、 同 53 年６ 月１ 日に 6,541.50 ㎡、 同 54 年５
月 31 日に 10,439.05 ㎡、 同 56 年 12 月 26 日に
91,991.23 ㎡を追加開園し た後、 平成７ 年６ 月１
日付けで 17.70 ㎡を実測によ り 面積変更、平成８
年６ 月１ 日に 1,192.03 ㎡を追加開園し た。 臨海
副都心内では最大の公園と なっている 。  
 平成４ 年 11 月 15 日から 平成８ 年３ 月 23 日ま
で立入を禁止し 、 園内の全面改修工事を行った。
その際に、 太陽の広場、 夕日の塔、 水と 緑のプ
ロ ムナード やコ ース ト デッ キ等の修景施設を 整
え、 海と 飛行機の見える 公園と し て、 その名も
潮風公園と 改めて、 平成８ 年３ 月 24 日にリ ニュ
ーアルオープンし た。  
 なお、 平成 10 年度には、 バーベキュ ー施設も
設置さ れた。  
 園地は、 太陽の広場やバーベキュ ー場のある
北エリ アと 、 カス ケード や噴水広場のある 南エ
リ アに分かれている 。 こ の両エリ アを 結んでい
た「 し おかぜ橋」 は、 平成 23 年３ 月 11 日に発
生し た東日本大震災によ る 損傷や老朽化のため
撤去し たが、 令和２ 年４ 月１ 日「 新し おかぜ橋」
の供用を開始し た。  
 
【 近年の取組等】  

近年、 都内では凧揚げを 楽し める 場所が減少
し ている こ と から 、 開放的な太陽の広場の特性
を 活かし た潮風公園なら ではの魅力創出イ ベン
ト と し て凧作り 凧揚げ体験教室」 を開催し た。
当日は凧作り 教室のほかス ポーツ カイ ト や巨大
3D 凧のデモンス ト レーショ ンを行った。  

昭和 45 年１ 月 20 日（ 20.20ha）

2 開園年月日 

昭和 49 年６ 月１ 日 

3 面積（ ㎡）  

154,542.41 

4 位置 

品川区東八潮１ ・ ２ 番 

5 交通 

ゆり かも め「 台場駅」・「 東京国際ク ルーズ
タ ーミ ナル駅」 徒歩５ 分 
臨海高速鉄道り んかい線「 東京テレポート
駅」 徒歩 10 分 
京浜急行バス（ 大井駅～船の科学館行）「 台
場駅」 徒歩５ 分 
水上バス （ 東京水辺ラ イ ン）（ 東京都観光
汽船）「 お台場海浜公園」 発着所徒歩 10 分 

6 主な施設 

コ ース ト デッ キ、 サニーテラ ス 、 太陽の広
場、 カス ケード 、 バーべキュ ー広場、 レ ス
ト ハウ ス 、 駐車場 

7 文化財等の指定

なし  

公園の名称等 沿革と その特徴 

篠

崎

公

園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 昭和 15 年３ 月に皇紀 2600 年記念事業と し て
篠崎緑地の名称で都市計画決定さ れたが、 第二
次世界大戦のため事業が一時中断し た。 戦後、
昭和 32 年 12 月に東京都市計画公園・ 緑地の再
検討が行われた際に篠崎公園と 改めら れ、 昭和

（ 昭和 15 年３ 月 30 日）（ 内告 147）
昭和 32 年 12 月 21 日 
平成 27 年 10 月２ 日（ 86.50ha）  

2 開園年月日 

昭和 42 年７ 月 26 日 

（ 以下次頁につづく ）
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公園の名称等 沿革と その特徴 

3 面積（ ㎡）  35 年から 公園造成に着手し 、昭和 42 年７ 月に一
部開園、 以降順次整備を図り つつ、 現在も 追加
開園を行っている 。  
 昭和 61 年５ 月には都民グリ ーンフェ ス ティ バ
ル実行委員会によ る 植樹祭が行われ、 約 1000 本
の木が植えら れた。  
 昭和 51 年７ 月には計画面積を当初の 124ha か
ら  89.5ha に縮小、 さ ら に同 59 年 11 月には
86.8ha に縮小し た。  
 平成 21 年４ 月にド ッ グラ ンを開設し た。  
 令和 4 年 1 月 15 日に 10,121.22 ㎡の追加開園
を行った。  

篠崎公園地区高台ま ちづく り 事業のため、 令
和 4 年 5 月 31 日をも ってバーベキュ ー広場が閉
鎖と なった。 ま た、 令和 5 年 8 月に第一駐車場
を移設、 オープンし た。  
 
【 近年の取組等】  

子育て世代から シニア世代ま で、 幅広く 楽し
める コ ン テンツ を 盛り 込んだ「 ふれあいフ ェ ス
ティ バル」 を開催。 相撲体験やちゃんこ 配布、
ス ト リ ート バス ケッ ト 大会、 ハーブリ ース 作り
などの 9 つの催し を開いたほか、4 店のキッ チン
カー出店があった。  

312,744.18 

4 位置 

江戸川区上篠崎一・ 四丁目、篠崎町五・ 六・
七・ 八丁目、 西篠崎一・ 二丁目、 谷河内二
丁目、 南篠崎町四丁目 

5 交通 

〔 Ａ 地区〕  
Ｊ Ｒ 総武線「 小岩駅」 京成バス「 浅間神社」
徒歩４ 分 
都営新宿線「 篠崎駅」 徒歩 16 分 
〔 Ｂ 地区〕  
Ｊ Ｒ 総武線「 小岩駅」 京成バス「 小岩消防
署」 徒歩１ 分 
都営新宿線「 篠崎駅」 徒歩 13 分 

6 主な施設 

野球場兼競技場（ ４ 面・ う ち２ 面は照明
付）、 小野球場（ ２ 面・ 照明付）、 少年野球
場、 テニス コ ート （ ８ 面・ 照明付）、 球技
広場（ ４ 面）、 児童遊園、 駐車場、 ド ッ グ
ラ ン  

7 文化財等の指定

なし 
公園の名称等 沿革と その特徴 

芝

 公

 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 明治６ 年の太政官布達に基づく 都内最初の５
公園（ 深川、 上野、 芝、 浅草、 飛鳥山） の一つ
である 。  
 開園当初は、 江戸時代そのま ま の姿で、 山内
には増上寺の本堂や徳川家霊廟を中心と し て、
巨木老木が繁茂し 、 各種文化財に富む景勝地で
あった。  
 明治 13 年には、 初めて公園の開発や園内の茶
屋等の整理が行われた。  
 敷地は、 し ばし ば拡張・ 除外等がなさ れ、 殊
に新憲法施行によ り 、 増上寺、 東照宮等の寺社
境内地や墓地等が除外さ れ、 わずかに外縁部の
みが残さ れ、 も みじ 谷、 丸山付近に往年の面影
をと どめる にすぎない。  
 なお、 昭和 43 年 10 月 15 日に、 港区立中学校
用地と し て 2,578 ㎡を、 放射 21 号線道路用地と
し て 1,774 ㎡を割譲し たのを始めに、 昭和 46 年
12 月 22 日には都市計画石神井公園用地と の交
換によ り 1,472.8 ㎡を提供し 、 都有地と 港区有地 
2,578.53 ㎡を等積交換し た。 ま た、 昭和 53 年３
月 31 日に港区へ管理を引き 継ぐ ため 1,998.56 ㎡
を公園区域から 除外し た。  
 平成元年６ 月１ 日には、 買収し た民有地 69.42
㎡を追加開園し 、同５ 年６ 月１ 日に 231.29 ㎡を、
同７ 年６ 月１ 日に 226.82 ㎡を、 同８ 年６ 月１ 日
に 446.87 ㎡を、 同９ 年６ 月１ 日に 453.97 ㎡を、
同 11 年６ 月１ 日には 106.78 ㎡を追加開園し た。
 現在では、 増上寺、 プリ ン ス ホテルの周辺を
囲う 形で 15 区画の飛地公園と なっている 。  

（ 明治 22 年５ 月 20 日）（ 府告 37）市区改正
昭和 32 年 12 月 21 日 
昭和 43 年 10 月７ 日（ 33.0ha）  

2 開園年月日 

明治６ 年 10 月 19 日 

3 面積（ ㎡）  

122,501.09 

4 位置 

港区芝公園一・ 二・ 三・ 四丁目

5 交通 

都営三田線「 芝公園駅」 徒歩２ 分
都営三田線「 御成門駅」 徒歩２ 分 
都営大江戸線、 浅草線「 大門駅」 徒歩５ 分
都営大江戸線「 赤羽橋駅」 徒歩２ 分 
Ｊ Ｒ 線・ 東京モノ レ ール「 浜松町駅」 徒歩
12 分 

6 主な施設 

野球場（ ２ 面・ 照明付） 兼競技場（ 照明付）、
テニス コ ート （ ３ 面・ 照明付）、 も みじ 谷、
芝丸山古墳、 プール、 図書館 

7 文化財等の指定

芝丸山古墳（ 都指定史跡）  

（ 以下次頁につづく ）
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公園の名称等 沿革と その特徴 

春は丸山の花見、 夏はも みじ 谷の滝と 流れが
憩いの場と し て利用さ れ、 にぎわっている 。  
 なお、 港区設置の図書館、 プール等がある 。
 令和２ 年６ 月１ 日、 足掛け３ 年にわたる 改修
工事を経て、 も みじ 谷が再開園し た。  
 
【 近年の取組等】  

令和 5 年に開園 150 周年を迎えた。近隣学校・
地域の諸団体と 連携し たイ ベント を 開催し 、 年
間を 通じ て、 公園の歴史や見ど こ ろを アピ ール
し た。

公園の名称等 沿革と その特徴 

石

 神

 井

 公

 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 当公園は、 石神井風致地区の中核を なす三宝
寺池及び石神井池を中心と し た水と 緑の公園で
ある 。 自然林に囲ま れた三宝寺池は、 武蔵野の
三大湧水池の一つであり 、昭和 30 年代頃ま では、
真冬でも 池面が凍ら ない「 不凍池」 と し て知ら
れていたが、 周辺の市街化など の環境の変化に
よ り 、 現在では地下水を 汲み上げて池を満たし
ている 。  

三宝寺池の浮島にある 沼沢植物群落は、 昭和
10 年 12 月に国の天然記念物に指定さ れている 。
氷河期のま ま の姿を伝える 寒冷地植物のミ ツ ガ
シワ を始め、 カキツ バタ 、 コ ウ ホネなど が群落
し ている 。 し かし 、 水環境の変化など によ り 、
その種類や個体数は減少し ている ため、 大型の
水生植物を 刈り 取る など 群落の回復を 図っ てい
る 。  
 ま た、 三宝寺池周辺は、 起伏に富み、 木々に
囲ま れた静寂な趣が神秘的な環境を 形作る と と
も に、 武蔵野の自然を よ く 残し た野鳥の楽園を
と も なっており 、 文明９ 年（ 1477 年） に陥落し
た石神井城跡も 往時の姿を偲ばせている 。  
 一方、 東側の石神井池周辺にはボート 場を 始
めと する 施設があり 、 ま た、 西側と は趣の異な
る 庭園部分も ある 。 昭和５ 年に風致地区に指定
さ れ、 都心の貴重な自然を今に残し ている 公園
であり 、 地元区の様々な「 ま つり 会場」 と し て
も 親し ま れている 。  
 平成 22 年６ 月１ 日に 22,410.74 ㎡を追加開園
し 、 野球場、 テニス コ ート を整備し た。 平成 24
年６ 月１ 日に 1,864.46 ㎡を追加開園し た。  
 
【 近年の取組等】  

牧野記念庭園と の初連携によ る 地域周遊ツ ア
ーを開催。「 生態 INFO コ ーナー」 を新たに設置
し 、 幅広い世代の憩いの場を提供し た他、「 石神
井公園生物多様性部」 が発足し た。  

昭和 17 年１ 月 31 日（ 内告 43）
昭和 32 年 12 月 21 日 
平成 26 年 11 月 28 日（ 41.10ha）  

2 開園年月日 

昭和 34 年３ 月 11 日 

3 面積（ ㎡）  

226,232.99 

4 位置 

練馬区石神井台一・ 二丁目、 石神井町五丁
目 

5 交通 

西武池袋線「 石神井公園駅」 徒歩７ 分
西武新宿線「 上井草駅」 西武バス（ 長久保
行）「 三宝寺池」 徒歩１ 分 
西武新宿線「 上井草駅」 西武バス（ 石神井
公園行）「 石神井公園」 徒歩３ 分 

6 主な施設 

野球場（ ２ 面・ う ち１ 面は照明付）、 テニ
ス コ ート （ ２ 面）、 野外ス テージ、 ボート
場、 小野球場、 駐車場 

7 文化財等の指定

三宝寺池沼沢植物群落（ 国指定天然記念
物）  
石神井城跡（ 都指定史跡）  

公園の名称等 沿革と その特徴 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 昭和 17 年１ 月、 防空緑地と し て都市計画決定
を 行ない、 用地買収に入ったが、 第二次世界大
戦中事業を 一次中断し た 。 戦後に入っ て、 約
8.6ha を解放し たこ と は、 砧、 駒沢、 水元公園等

（ 昭和 17 年１ 月 31 日）（ 内告 43）
昭和 32 年 12 月 21 日 
昭和 51 年７ 月 13 日（ 43.60ha）  

（ 以下次頁につづく ）
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公園の名称等 沿革と その特徴 

2 開園年月日 と 同様である 。
 昭和 32 年４ 月１ 日に上板橋緑地と し て開園
し 、 同年立教大学に運動施設の設置を 許可し た
が、 昭和 43 年１ 月に同大学から 返還さ れ、 以後
一般に開放し ている 。  
 昭和 45 年には、 現在の名称である 城北中央公
園に名称を変更し た。  
 城北地域における 最大の運動公園と し て、 陸
上競技場、 野球場、 テニス コ ート 、 児童遊戯施
設等がある 。  
 ま た、 昭和 43 年には都民の森と し て園内約
1,000 ㎡に緑の銀行から の寄付によ り 85 本の植
樹が行なわれた。  
 プール、 じ ゃぶじ ゃぶ池、 サイ ク リ ングセン
タ ー、 サイ ク リ ングコ ース については、 平成 11
年度末をも って閉鎖し た。  
 平成 12 年５ 月 31 日に 5,885.63 ㎡、 平成 14 年
６ 月１ 日には 5,723.2 ㎡、 平成 15 年６ 月１ 日に
10,359.38 ㎡と 整備完了箇所を開園し た。  
 平成 17 年６ 月には、 ド ッ グラ ンを開設し 、 新
し いニーズに応えている 。  
 平成 23 年６ 月１ 日に 635.84 ㎡、 平成 24 年６
月１ 日に 1,394.96 ㎡を追加開園し た。  
 平成 29 年 10 月１ 日河川事業のため 9,291.14
㎡を一時廃止し た。  
 
【 近年の取組等】  

第四建設事務所等と 協働で地元消防署や町会
を 招待し て、 城北中央公園調節池工事現場見学
会を開催し た。  

昭和 32 年４ 月１ 日 

3 面積（ ㎡）  

258,915.20 

4 位置 

板橋区桜川一丁目、 小茂根五丁目、
練馬区氷川台一丁目、 羽沢三丁目 

5 交通 

東武東上線「 上板橋駅」 徒歩 15 分 
東京メ ト ロ 「 氷川台駅」 徒歩 20 分 

6 主な施設 

競技場（ 400m ト ラ ッ ク ）、 野球場（ ２ 面・
照明付）、 小野球場（ ２ 面）、 テニス コ ート
（ ９ 面・ う ち８ 面は照明付）、 ド ッ グラ ン、
上板橋体育館、 駐車場 

7 文化財等の指定

茂呂遺跡（ 都指定史跡）  

公園の名称等 沿革と その特徴 

善

 福

 寺

 川

 緑

 地

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 当公園は、 善福寺川に沿っ た帯状の公園で、
五日市街道を挟んで上流区域と 下流区域と に分
かれており 、 児童を対象と し た施設の多い公園
である 。  
 公園内を流れる 善福寺川は、 藻が繁殖し 、 色
と り どり の鯉の群れが随所に見ら れ、 水辺の公
園と し て都民の期待が高ま っ ている 。 園内には
約 400 本も のサク ラ があり 、 杉並区内のサク ラ
の名所の一つと なっている 。  
 昭和 53 年８ 月１ 日に有料施設と し て野球場及
び小野球場を各１ 面設置し 、 昭和 62 年６ 月１ 日
にテニス コ ート ３ 面を設置し た。  
 なお、 上流区域に設けら れていたサイ ク リ ン
グ セン タ ー及びサイ ク リ ン グ コ ース について
は、 平成 11 年度末を持って閉鎖し たが、 こ れと
は別に杉並区によ り 設置・ 管理さ れている サイ
ク リ ングコ ース がある 。  
 ま た、 平成 13 年６ 月１ 日に 886.86 ㎡、 平成
21 年４ 月１ 日に 3,473.60 ㎡、平成 22 年４ 月１ 日
に 235.75 ㎡を追加開園し た。  
 
 

（ 昭和 17 年１ 月 31 日）（ 内告 43）
昭和 32 年 12 月 21 日 
昭和 35 年３ 月 31 日（ 28.58ha）  

2 開園年月日 

昭和 39 年８ 月１ 日 

3 面積（ ㎡）  

181,220.07 

4 位置 

杉並区成田東二・ 三・ 四丁目、 成田西一・
三・ 四丁目、 荻窪一丁目 

5 交通 

京王井の頭線「 西永福駅」「 浜田山駅」 徒
歩 15 分 
JR 中央線「 中野駅」 関東バス（ 吉祥寺駅行）
（ 五日市街道営業所行）「 緑地公園前」「 五
日市街道営業所」 徒歩１ 分 

6 主な施設 

野球場（ １ 面）、 小野球場（ １ 面）、 テニス
コ ート （ ３ 面）、 子供の広場 

（ 以下次頁につづく ）

城
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公園の名称等 沿革と その特徴 

7 文化財等の指定 【 近年の取組等】
老齢化や踏圧等の影響によ り 桜の樹勢が低下

し ている ため、 ピ ッ ク エアレ ーショ ンを実施し
将来的な桜並木の景観維持に努めている 。

なし  

公園の名称等 沿革と その特徴 

善

 福

 寺

 公

 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 その昔、 善福寺と いう お寺があり 、 その名を
つけたと さ れる のが、 現在の善福寺池である 。
 当公園は、 武蔵野三大湧水池の一つと し て数
えら れた善福寺池を核と し た公園であり 、 池は
ボート 場を 設置し た上の池と 下の池と に分かれ
ている 。  
 こ の善福寺池は江戸時代は神田上水の補助水
源にも 利用さ れたと 伝えら れる ほど 湧水量が豊
富で、 清冽であっ たが、 周囲の開発によ り 逐次
水量が減少し 、 現在では井戸水の汲み上げに依
存し ている 。  
 園内は、 善福寺池を 中心と し た水と 樹林と 散
策路の公園であり 、 昭和５ 年に風致地区に指定
さ れてから 地元の風致協会によ って風致の保存
が図ら れてき たが、 公園と し ての歴史は比較的
浅い。  
 昭和 36 年の開園以来、 昭和 39 年８ 月１ 日に
18,868.03 ㎡、 昭和 50 年６ 月１ 日に 3,585.16 ㎡、
昭和 53 年６ 月１ 日に 6,491.54 ㎡、 昭和 54 年６
月１ 日に 694.92 ㎡、昭和 55 年６ 月１ 日に 963.07
㎡、 平成 30 年４ 月１ 日に 1,642.44 ㎡を追加開園
し た。  
 
【 近年の取組等】  

視覚障害者施設と 連携し 、 視覚に頼ら ない自
然散策ガイ ド を初開催。植物・ 野鳥ボラ ンティ アと
協働し た五感をフル活用する散策が好評だった。

（ 昭和 17 年１ 月 31 日）（ 内告 43）
昭和 32 年 12 月 21 日（ 10.89ha）  

2 開園年月日 

昭和 36 年６ 月 16 日 

3 面積（ ㎡）  

80,264.47 

4 位置 

杉並区善福寺二・ 三丁目 

5 交通 

JR 中央線「 荻窪駅」関東バス（ 南善福寺行）
「 善福寺公園前」 徒歩０ 分 
JR 中央線「 西荻窪駅」 関東バス・ 西武バス
（ 上石神井駅行）（ 大泉学園駅行）「 善福寺」
徒歩５ 分 
西武新宿線「 上石神井駅」 関東バス・ 西武
バス （ 西荻窪駅行）「 善福寺」 徒歩５ 分 

6 主な施設 

ボート 場、 ゲート ボール場、 子ども 広場

7 文化財等の指定

なし  

公園の名称等 沿革と その特徴 

祖

 師

 谷

 公

 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 当公園は、 世田谷区の西北部を流れる 仙川沿
いに位置し た整備中の公園である 。  
 昭和 47 年 12 月 22 日に首都整備局から 先行取
得地の所管換を 受け、 児童遊戯施設を 設置し て
一部開園し たのに続き 、 下水道用地 11,674 ㎡を
取得し 、 昭和 63 年６ 月１ 日に追加開園し た。  
 さ ら に、 旧東京教育大学祖師谷農場跡地を 取
得し て整備を進め、 追加開園し た。 その後も 順
次用地取得、 整備、 開園を進めていき 、 直近で
は、 平成 29 年 10 月 1 日に 792.35 ㎡を追加開園
し た。  

平成29 年４ 月１ 日に国家戦力特別区域法に規
定する 、 都市公園占用保育所等施設設置事業に
係る 、 認可保育所を開所し た。  

 
【 近年の取組等】  

毎年恒例のこ いのぼり イ ベン ト では、 保育園
と の連携に加え、 初めて 3 小学校 PTA・ 児童館
と 協働の「 親子で遊ぼう in 祖師谷公園」 を開催
し た。  

（ 昭和 18 年８ 月４ 日）（ 内告 522）
昭和 32 年 12 月 21 日（ 53.33ha）  

2 開園年月日 

昭和 50 年６ 月１ 日 

3 面積（ ㎡）  

94,902.81 

4 位置 

世田谷区上祖師谷三・ 四丁目、 成城九丁目

5 交通 

京王線「 千歳烏山駅」 徒歩 20 分
小田急線「 成城学園前駅」 小田急バス（ 千
歳船橋行）（ 千歳烏山行）「 駒沢グラ ウ ンド
前」 下車 

6 主な施設 

テニス コ ート （ ４ 面）、 ゲート ボール場、
運動広場、 湿性植物園、 児童遊戯施設 

7 文化財等の指定

なし  

善
福
寺
川
緑
地
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公園の名称等 沿革と その特徴 

台

 場

 公

 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
品川台場は、ペリ ー提督が嘉永６ 年（ 1853 年）

に黒船で来航し た後、 江戸防備のために徳川幕
府が築いた砲台の一つである 。 伊豆韮山の反射
炉を 設計し た江川太郎左衛門英龍の設計に基づ
き 、 品川湾に６ か所築かれたが、 ついに使用さ
れる こ と なく 放置さ れていた。  
 明治維新後は、 陸軍省の管理と なり 、 砲台は
撤去さ れた。 ６ か所と も 昭和の初めま で残っ て
いたが、 大正 15 年 10 月 28 日に国の文化財に指
定さ れた第三台場と 第六台場を 除き 、 東京湾の
整備のために取り 壊さ れた。  
 第三台場は、 関東大震災によ り 被害を受けた
が、 昭和３ 年に整備し て公園と し て開放し た。
こ の当時は、 第三台場も 海上にあっ たが、 埋立
地の造成によ り 陸続き と なった。  
 一般開放し ている 第三台場は、 お台場海浜公
園（ 港湾局所管） と 一体的な景観を 生み出し て
いる 。  
 なお、 現在は一般の立入が禁止になっている
第六台場は、 植物や野鳥の生息地と し て学術上
貴重な存在と なっている 。  
 
【 近年の取組等】  
 Ａ Ｒ 技術を活用し た「 台場公園史跡巡り デジ
タ ルス タ ンプラ リ ー」 を実施。 チェ ッ ク ポイ ン
ト と なる 史跡では、 Ａ Ｒ 技術によ り ス マート フ
ォ ン 上で史跡解説を閲覧でき る シス テムを 導入
し た。

（ 昭和 21 年９ 月４ 日）（ 院告 132）
昭和 32 年 12 月 21 日 
平成３ 年２ 月 28 日（ 4.80ha）  

2 開園年月日 

昭和３ 年７ 月７ 日 

3 面積（ ㎡）  

29,963.40 

4 位置 

港区台場一丁目

5 交通 

ゆり かも め「 お台場海浜公園駅」 徒歩 15 分
水上バス （ 東京水辺ラ イ ン）（ 東京都観光
汽船）「 お台場海浜公園」 発着所徒歩 18 分
臨海高速鉄道り んかい線「 東京テレ ポート
駅」 徒歩 18 分 

6 主な施設 

第三台場（ 砲台跡を含む。）  

7 文化財等の指定

品川台場（ 国指定史跡= 第三台場及び第六
台場）  

公園の名称等 沿革と その特徴 

高

 井

 戸

 公

 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
当公園は、 昭和 17 年に防空緑地と し て、 当時

の都市計画法に位置付けら れ、 昭和 32 年の東京
都市計画における 公園・ 緑地の再検討で種別運
動公園と し て、 都市計画決定さ れた。  
 平成 16 年に、 都市計画公園区域の南側を走る
東京都市計画道路幹線街路放射第５ 号線（ 放射
５ 号線） の都市計画と 整合を 図る ため、 区域の
一部が変更さ れた。  
 低層住宅と 集合住宅の多い住宅地が周辺に広
がり 、 ま と ま っ た空間は本計画地が最大である
こ と から 、「 空の景を感じ 、 ス ポーツを楽し むみ
ど り の拠点づく り 」 を 基本理念と し 、 広々と し
た台地の空間を 活かし て、 健康増進やス ポーツ
を 主体と し たレ ク リ エーショ ン空間を 創出する
と と も に、 既に指定さ れている 避難場所と し て
の防災機能の向上、 神田川や玉川上水の水辺の
緑、 放射５ 号線の緑と いっ た帯状の緑と 公園の
緑を 連続さ せ、 水と 緑のネッ ト ワ ーク の形成を
図り 、 都民の利用、 地域のま ちづく り への寄与
と いった点から 整備計画を策定し た。  
 平成 24 年、 事業認可を取得、 埋蔵文化財の試
掘調査で遺物が確認さ れたため、 平成 28 年度よ
り 発掘調査を実施。 調査が終了し た北東地区か
ら 整備工事に着手する こ と と なり 、 令和２ 年６
月１ 日、 芝生広場や遊具広場を備えた 24,667.03

（ 昭和 17 年１ 月 31 日）（ 内告 43）
昭和 32 年 12 月 21 日 
平成 16 年５ 月 14 日（ 17.4ha）  

2 開園年月日 

令和２ 年６ 月１ 日 

3 面積（ ㎡）  

95,325.91 ㎡ 

4 位置 

杉並区久我山二丁目 

5 交通 

京王井の頭線「 富士見ヶ 丘駅」 徒歩４ 分、
「 久我山駅」 徒歩 10 分、 京王線「 千歳烏
山駅」 関東バス（ 久我山病院行） 終点徒歩
12 分 

6 主な施設 

芝生広場、 遊具広場、 野球場、 サッ カー・
ラ グビー場 

7 文化財等の指定

なし  

（ 以下次頁につづく ）
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㎡が開園し た。 ま た、 令和３ 年６ 月１ 日には、
北西地区 34,654.39 ㎡が追加開園し た。 さ ら に、
令和 4 年 8 月 1 日には南地区東側園地 22,345.09
㎡が追加開園し 、 野球場がオープンし た。 令和
５ 年９ 月１ 日に南地区 11,701.77 ㎡が追加開園
し 、 サッ カー場がオープンし た。 同年 11 月７ 日
には南地区 1,957.63 ㎡が追加開園し 、 新たなサ
ービス センタ ーが開所し た。 令和６ 年６ 月 15 日
にテニス コ ート （ ４ 面） がオープン予定である 。
 
【 近年の取組等】  

出張版プレ ーパーク を開催し 、 子ども の遊び
場を創出。「 あおぞら 防災会議 2023」 では、 防災
ド ロ ーンの飛行実演など 新たな試みを 実施。 隣
接する 富士見丘小学校と コ ラ ボし 、SDGs に根ざ
し たサス テナブルな花壇を制作し た。  

公園の名称等 沿革と その特徴 

東

 京
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 災
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 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 平成 15 年 11 月に東京湾臨海部における 基幹
的広域防災拠点と し て 13.2ha が都市計画決定さ
れた。 こ のう ち 6.7ha は国営公園、 残り 6.5ha は
都立公園と し て整備さ れた新たなタ イ プの防災
公園である 。  
 平成 22 年７ 月に 4.1ha を一部開園し 、 平成 23
年６ 月に全面開園し た。  
 発災時には国や地方自治体等の現地対策本部
が設置さ れ、 広域的な指令機能をも つ場所と な
る 。 また、 防災体験学習施設「 そなエリ ア東京」
では楽し く 防災知識を身につける こ と ができ る 。
 園内には、 草地広場、 多目的広場、 ヘリ ポー
ト 、 国営公園内にバーベキュ ーガーデンがある 。
本公園の特性上大型遊具を設置する こ と が難し
いため、 広大な敷地を 防災関連イ ベント 等で活
用し ている 。  
 園地の開園時間は６ 時から 20 時ま でと なって
おり 、 それ以外の時間帯は閉鎖管理さ れている 。
令和６ 年２ 月よ り 指定管理者が西武造園株式

会社から 東京都公園協会に期間満了に伴い変
更。  
  

【 近年の取組等】  
国営公園と 都立公園境界部に位置する ナチュ

ラ リ ス ティ ッ ク ガーデンを活用し た「 コ ミ ュ ニ
ティ ーガーデン 講座」 を 開催し 、 国営公園と の
連携をさ ら に強化し た。

平成 15 年 11 月６ 日（ 13.20ha）

2 開園年月日 

平成 22 年７ 月１ 日 

3 面積（ ㎡）  

65,197.12 

4 位置 

江東区有明三丁目 

5 交通 

り んかい線「 国際展示場駅」 徒歩４ 分
ゆり かも め「 有明駅」 徒歩２ 分 

6 主な施設 

防災体験学習施設そなエリ ア東京（ 国営公
園内）  

7 文化財等の指定

なし  

公園の名称等 沿革と その特徴 

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 当公園は、 東京都と 埼玉県の境に位置する 総
合公園である 。  
 昭和 15 年３ 月 30 日に皇紀 2600 年記念事業と
し て砧、 小金井、 水元、 篠崎の各緑地と と も に
防空大緑地と し て約 102ha が都市計画決定さ れ
た 。 第２ 次世界大戦が終る 頃ま でには、 ほぼ
100% の用地を買収し 終えていたが、 昭和 21 年
10 月に公布さ れた自作農創設特別措置法によ

（ 昭和 15 年３ 月 30 日）（ 内告 147）
昭和 32 年 12 月 21 日 
平成８ 年８ 月 23 日（ 69.50ha）  

2 開園年月日 

昭和 56 年６ 月１ 日 

3 面積（ ㎡）  

649,645.09 

（ 以下次頁につづく ）
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4 位置 り 、 買収地の大部分である 約 96ha を解放し た。
 その後、 昭和 32 年に都市計画公園と し て決定
し 、 同 44 年には流通業務団地造成事業と の調整
で、 公園区域を 86.8ha に変更し て今日に至って
いる 。  
 昭和 49 年には、 東京都公園審議会から 「 舎人
公園の計画について」 が答申さ れ、 基本計画が
明ら かになった。 ま た、 昭和 52 年には昭和天皇
御在位 50 周年記念公園と し て国から 指定を 受
け、 本格的に公園造成に着手する こ と と なった。
 こ の後、 計画地の事業認可を 受けつつ、 昭和
56 年６ 月に 1.38ha の当初開園を行い、 その後も
順次開園区域を拡大し ている 。  
 明治 45 年に日本から アメ リ カに送ら れ、 ワ シ
ント ンのポト マッ ク 湖畔に植樹さ れた、通称「 タ
フ ト 桜」 から 採取し た苗木が昭和 57 年に当公園
に植樹さ れており 、 鈴木元都知事によ り 「 レ ー
ガン桜」 と 命名さ れている 。  
 ま た、 平成 16 年度から 19 年度には、 都民か
ら 寄付を募り 、 新たに 700 本の桜を植樹し 、 既
存の桜と あわせ、 1,000 本の桜の名所と する 事業
を行った。  

平成 12 年４ 月に、 Ｂ 地区の池をボート 池から
魚釣り 池に変更し 、 釣り を解禁し た。 平成 17 年
６ 月には、 Ａ 地区にド ッ グラ ンを開設し た。  
 平成 20 年３ 月にＢ 地区で日暮里・ 舎人ラ イ ナ
ー車庫上部を整備開園し 、 ちびっこ ソ リ ゲレ ン
デを設置し た。  

令和 3 年 6 月 1 日に 13,465.88 ㎡を追加開園し 、
遊具広場「 冒険の丘」 をオープン、 同年 11 月 15
日には幼児用遊具エリ ア「 幼児の遊び場」 を オ
ープンし た。ま た、令和 4 年 6 月 1 日にも 4,648.54
㎡を追加開園し た 
 
【 近年の取組等】  

関東大震災から 100 年の節目にあたり 地域団
体や企業等と 連携し 、「 防災フ ェ ス 2023」を開催。
体験型プロ グラ ムを充実さ せ、4 年ぶり に大規模
開催と なり 地域一帯の防災対応力向上につなが
った。

足立区入谷町、舎人町、古千谷一・ 二丁目、
西伊興町、 西伊興一・ 二・ 三丁目、 皿沼三
丁目、 舎人公園 

5 交通 

日暮里・ 舎人ラ イ ナー「 舎人公園前」 徒歩
１ 分 
東武ス カイ ツリ ーラ イ ン「 竹ノ 塚」バス（ 入
谷循環）「 中入谷」 徒歩１ 分 

6 主な施設 

陸上競技場（ 400m ト ラ ッ ク ）、 野球場（ ２
面・ 照明付）、 テニス コ ート （ 14 面・ 照明
付）、 プレ イ グラ ウ ンド 、 浮球の池（ ジャ
ブジャ ブ池）、 菖蒲田、 バーベキュ ー広場、
魚釣り 場、 キャ ンプ場、 バード サンク チュ
アリ 、駐車場、ド ッ グラ ン、ソ リ ゲレ ンデ、
冒険の丘 

7 文化財等の指定

なし   

公園の名称等 沿革と その特徴 

戸

 山

 公

 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 本公園は、 山手線内で最も 標高が高い箱根山
を 中心と し た箱根山地区と 、 明治通り を隔てた
場所にある 広場を 中心と する 大久保地区と に分
かれている 。  
（ 1） 箱根山地区（ 109,314.12 ㎡）  
 明治６ 年になる と 、 兵学校戸山出張所が設け
ら れ、 翌７ 年に陸軍戸山学校と 改称し 、 終戦に
至る ま で武道、 音楽の地と し て知ら れた。  
 こ の地区は、 和田戸と いう 武士の館跡で、 後
の和田戸山と 呼ばれていた場所である 。  
 寛文年間（ 1661～1673 年） に尾張徳川家の下
屋敷と なり 、 箱根山を 中心と し て東海道五十三
次に擬し た庭園が造成さ れた。  

 （ 昭和 18 年５ 月 10 日）（ 院告 289）
昭和 32 年 12 月 21 日 
昭和 51 年７ 月 13 日（ 25.10ha）  

2 開園年月日 

昭和 29 年８ 月 16 日 

3 面積（ ㎡）  

186,471.81 

4 位置 

新宿区戸山一・ 二・ 三丁目、 大久保三丁目

（ 以下次頁につづく ）

舎

 人

 公

 園 
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公園の名称等 沿革と その特徴 

5 交通 昭和37 年２ 月１ 日に国と 無償貸付契約を締結
し 、 箱根山を中心と し た周辺の公園予定地も そ
の後逐次造成さ れ、 昭和 57 年４ 月１ 日に木製遊
具を配し た児童遊園を含めて 5,772.94 ㎡を追加
開園し た。  
 昭和 58 年６ 月１ 日には、 箱根山東南部の国有
地 5,772.94 ㎡を広場及び園路を中心と し て造成
し 、 昭和 59 年６ 月１ 日には、 箱根山東北部の国
有地 2,835.10 ㎡、 都有地 22,716.14 ㎡を草地広場
と し て造成し 、 それぞれ追加開園し た。  
 昭和 61 年度には、 大久保つつじ の名所と し て
再現する ため、 植栽工事を行った。  
 昭和 63 年６ 月１ 日には、 取得し た国立聴力言
語障害センタ ー跡地 9,975.30 ㎡部分を多目的運
動広場の整備や植栽工事を行っ たう えで追加開
園し 、 平成元年６ 月１ 日には戸山三丁目地内の
13,349.52 ㎡を流れ、池等に整備し て追加開園し た。
 その後も 、 平成３ 年６ 月１ 日に 667.61 ㎡、 同
年６ 月 30 日に 1,343.93 ㎡、 平成８ 年６ 月１ 日に
1,969.76 ㎡、 平成 10 年６ 月１ 日に 294.07 ㎡を追
加開園し た。 平成 27 年５ 月 29 日に 335.63 ㎡を
廃止し た。  
（ 2） 大久保地区（ 77,157.69 ㎡）  
 本地区は、 陸軍大久保小銃射撃場であったが、
第２ 次世界大戦後、 進駐軍に接収さ れて調達庁
が管理し ていた。 昭和 34 年に接収が解除さ れ、
大蔵省が管理する に至ったので、 昭和 32 年の都
市計画決定に基づき 、 同 37 年２ 月 21 日に公園
地と し て無償貸付を受けた。  
 一方、 大都市における 交通禍を重視し た建設
省は、 諸外国が幼少時に公園を 利用し た交通道
徳の教育を 行っ ている こ と に着目し 、 交通公園
の造成を計画し て本用地の一部が指定さ れた。
 こ れによ って、 昭和 37 年度から 本格的に着工
し 、 昭和 39 年 10 月 30 日に追加開園、 同年 11
月 25 日に有料施設（ ゴーカート ） の使用を開始
し た。  
 昭和 59 年６ 月１ 日には、 本園北部の市街地再
開発ビル（ ニュ ータ ウ ンオーク ボ） に南面する
都有地 21,209.31 ㎡について「 ス ポーツと 憩いの
森」 を中心と し た造成を行い、 追加開園し た。
 昭和 61 年３ 月 31 日に、 当初の交通道徳の啓
蒙普及の目的を 達成し たと し て、 有料施設（ ゴ
ーカート ） を廃止し た。  
 平成５ 年６ 月１ 日に 203.33 ㎡、 同年 12 月 10
日に 1,690.74 ㎡、 平成７ 年６ 月１ 日に 5,461.98
㎡、 平成９ 年６ 月１ 日に 1,428.63 ㎡を追加開園
し た。  
 
【 近年の取組等】  

大学や図書館、 民間企業等 5 団体と のコ ラ ボ
で、 新たに年間 10 回の子ど も 向け自然体験プロ
グラ ムを開催し た。  

 
 

 大久保地区：  
JR 山手線「 新大久保駅」 徒歩 10 分 
東京メ ト ロ 東西線「 高田馬場駅」 徒歩 10 分
箱根山地区：  
都営大江戸線「 若松河田駅」 徒歩 15 分 
東京メ ト ロ 東西線「 早稲田駅」 徒歩 10 分 
東京メ ト ロ 副都心線「 西早稲田駅」 徒歩 8
分 

6 主な施設 

じ ゃ ぶじ ゃ ぶ池、 運動広場、 総合体育館
（ 新宿ス ポーツセンタ ー）  

7 文化財等の指定

なし  

戸

 山

 公

 園 
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公園の名称等 沿革と その特徴 

中

 川

 公

 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 当公園の敷地は、 日立製作所の亀有工場があ
っ た場所で、 工場の移転跡地の利用に際し 、 地
下部分に下水処理施設が設置さ れる 予定であっ
たこ と から 、 当初は広場と し て都市計画決定さ
れていた。 その後、 昭和 54 年３ 月に運動公園と
し て計画変更を行ったも のである 。  
 土地は、 東京都下水道局中川処理場の所有で
あり 、 公園用地と し て使用許可を受けて設置し
たも のである 。  
 当公園は、 環状７ 号線に面し た北側部分のＡ
地区と 、 中川に面し た南側部分のＢ 地区と に分
かれている 。  
 Ａ 地区は、 各種遊具と 樹木が植栽さ れ、 芝生
地も ある 付近住民の憩いの場及び避難場所と し
てのス ペース と 下水道処理場周辺の緑化を 図る
環境も 併せ持っている 。  
 ま た、 地上から 約６ ｍの高所にある こ と など
から 、 来園者の安全確保のため、 ９ 時から 16 時
30 分以外の時間は、 利用を制限し ている 。  
 Ｂ 地区（ 55,830.81 ㎡） は、 運動広場・ ふれあ
い広場・ 多目的広場・ 駐車場などを 配置し て整
備し 、 利用時間の制限のない開放公園と し て、
平成 17 年６ 月１ 日に追加開園し た。  
 
【 近年の取組等】  

花壇の面積を倍加し 、 チュ ーリ ッ プやヒ マワ
リ を 植えた。 ま たイ ベント を 拡充し 、 地域と の
繋がり を強化し た。  

昭和 47 年 12 月 23 日 
昭和 54 年３ 月 29 日（ 27.60ha）  

2 開園年月日 

昭和 61 年６ 月１ 日 

3 面積（ ㎡）  

120,698.72 

4 位置 

足立区中川五丁目 

5 交通 

Ｊ Ｒ 常磐線「 亀有駅」 徒歩 15 分

6 主な施設 

自由広場、 ちびっこ 広場、 運動広場、 ふれ
あい広場、 多目的広場、 駐車場 

7 文化財等の指定

なし  

公園の名称等 沿革と その特徴 

練

 馬

 城

 址

 公

 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 練馬城址公園は、 昭和 32 年に都市計画決定さ
れた。  

当該地では遊園地を 営業し ていたこ と など か
ら 、 公園と し て整備さ れずに長年経過し たが、
東日本大震災後の平成 23 年 12 月に「 都市計画
公園・ 緑地の整備方針」 を改定し 、「 優先整備区
域」 に位置付けた。 令和 3 年 4 月、 整備計画に
関する 答申を公園審議会で受け、 整備工事に着
手し た。 当公園は「 緑と 水」・「 広域防災拠点」・
「 にぎわい」 と いう ３ つのコ ンセプト を、 多様
な主体と 連携し ながら 実現し ていく と いう 目標
設定をし ている 。  

令和 5 年 5 月 1 日、「 花のふれあいゾーン」「 川
辺の散策ゾーン」「 エント ラ ンス 交流ゾーン」 の
3つのエリ アを含む 32,106.02 ㎡が新規開園し た。
 
【 近年の取組等】  

区、 消防、 町会、 ガールス カウ ト 等、 地域 16
団体・ 68 人と 協働し た普及啓発イ ベント 「 あそ
ぼう さ いフ ェ ス 」 を初開催。 防災ト イ レ やかま
ど 野外卓の実演、 ペッ ト 避難講演会等を実施し 、
地域の防災意識の向上に努めた。  

 

昭和 32 年 12 月 21 日 

2 開園年月日 

令和 5 年 5 月 1 日 

3 面積（ ㎡）  

32,218.15 

4 位置 

練馬区春日町一丁目、 向山三丁目

5 交通 

都営大江戸線「 豊島園駅」 徒歩 2 分、
都営大江戸線「 練馬春日町駅」 徒歩 9 分、
西武豊島線「 豊島園駅」 徒歩 2 分、  
西武バス （ 練馬駅北口-成増駅南口）「 豊島
園」 徒歩 3 分 
 

6 主な施設 

草地広場、 遊具広場 

7 文化財等の指定

練馬城跡（ 都指定旧跡）  
 
 



－71－

公園の名称等 沿革と その特徴 

東

 綾

 瀬

 公

 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 当公園は、 昭和 18 年に東淵江緑地と し て計画
決定さ れ、 昭和 32 年になって新たに東淵江公園
と し て都市計画決定さ れた。  
 し かし 、 昭和 30 年代から の急速な宅地化の中
で、 北三谷土地区画整理組合、 綾瀬土地区画整
理組合、 下谷中土地区画整理組合によ る 土地区
画整理事業が行われ、 当時の東淵江公園の規模
を 維持し つつ、 地域の住区基幹公園の機能を 持
たせる 等の理由から 、 昭和 42 年に現在のよ う な
馬蹄形の区域に計画変更し た。  

昭和 41 年に、 前記土地区画整理組合から 東京
都が管理を 引継いで東綾瀬公園と し て 開園し
た。  
 昭和 61 年 11 月に策定さ れた東京都第二次長
期計画において、 東綾瀬公園内に都立武道館の
建設が計画さ れ、 併せて公園内の機能充実を 図
る ための基本計画が策定さ れた。  
 こ の計画のテーマは子供から 高齢者ま での各
層が、 共に気持ちの良い空間で自然に体を 動か
し 、 楽し く 健康づく り の行える 公園、 即ち「 三
世代ス ポーツ・ パーク 」 と 設定し 、 公園全体に
一体感を 持たせ、 し かも 有効な公園利用を 促す
ため、 公園の連続性・ 周回性を 高める よ う 整備
し た。  
 なお、 都立武道館は教育庁の所管で平成２ 年
２ 月 10 日に開設さ れた（ 現在は生活文化ス ポー
ツ局所管）。  
 ま た、 温水プールは、 足立区営で平成３ 年４
月１ 日に開設さ れた。  
 平成30 年９ 月３ 日に国家戦略特別区域法に規
定する 、 都市公園占用保育所等施設設置事業に
係る 、 認可保育所を開所し た。  
 
【 近年の取組等】  

「 防災フ ェ ス タ 」 を はじ めと し た、 防災・ 防
犯活動を実施し 地域の安全に貢献し た。  

（ 昭和 18 年８ 月４ 日）（ 内告 147）
昭和 32 年 12 月 21 日 
昭和 42 年８ 月 15 日（ 17.40ha）  

2 開園年月日 

昭和 41 年７ 月 11 日 

3 面積（ ㎡）  

158,969.79 

4 位置 

足立区東綾瀬一・ 二・ 三丁目、綾瀬三・ 五・
六丁目、 谷中一丁目 

5 交通 

東京メ ト ロ 千代田線「 綾瀬駅」 徒歩１ 分
 

6 主な施設 

野球場（ ３ 面・ 照明付）、 テニス コ ート （ ４
面・ 照明付）、 ゲート ボール場、 駐車場、
東京武道館、 温水プール 

7 文化財等の指定

なし  

公園の名称等 沿革と その特徴 

東

 白

 鬚

 公

 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 当公園は、 江東再開発基本構想に基づき 、 防
災拠点の一つと し て昭和47 年９ 月に都市計画決
定し 、 江東再開発事務所（ 前第一再開発事務所）
が工事を施行し 、 昭和 61 年３ 月 31 日に公園部
分の造成工事が竣工し 、 引継を 受けたも のであ
る 。  
 墨田区堤通二丁目先の環状４ 号線（ 明治通り ）
と 補助 119 号線（ 墨堤通り ） に沿って巨大な防
火壁の役割を備えた高さ 40m の連続住宅棟の内
側に位置し 、 隅田川を 沿う よ う 南北に細長く 伸
びた公園は、 平常時には一般公園・ 運動公園と
し て利用さ れ、 災害時には約３ 万人の都民を 収
容する 避難場所に指定さ れている 。  
 植栽の種類も 常緑、 耐火耐陰性と 変化に富み、
ま た園内には、 公園の施設のほかに、 非常用便
槽２ か所と 消火用水のための池が２ か所設置さ

昭和 47 年９ 月 20 日 
昭和 53 年 10 月 11 日(10.30ha) 

2 開園年月日 

昭和 61 年６ 月１ 日 

3 面積（ ㎡）  

103,127.60 

4 位置 

墨田区堤通二丁目 

5 交通 

東武ス カイ ツリ ーラ イ ン「 鐘ヶ 淵駅」 徒歩
10 分 

（ 以下次頁につづく ）
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6 主な施設 れている 。
 
【 近年の取組等】  

近隣保育園等と 連携し 、子ども 達と 育てる『 こ
ど も 花壇』2 年目が始動。徐々に認知度が高ま り 、
水やり に協力いただける 公園利用者や花壇の様
子を 見に来ていただける 高齢者が増え、 幅広い
世代交流や出会いの場と し て、 公園利用の活性
化につながっている 。  

小野球場（ ２ 面） 兼競技場、 テニス コ ート
（ ４ 面）、 ゲート ボール場 

7 文化財等の指定

 なし  

公園の名称等 沿革と その特徴 

光

 が

 丘

 公

 園 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 当公園の計画は、 昭和 15 年の紀元 2600 年記
念の大緑地計画に端を 発する も のである が、 第
２ 次世界大戦の勃発に伴い計画は変更さ れ、 陸
軍の「 成増飛行場」 が建設さ れた。 戦後は、 元
アメ リ カ大統領であり 南北戦争時の北軍司令官
と し てその名を 知ら れたグラ ント 将軍の名を 冠
し た「 グラ ント ハイ ツ 」 と し て米軍の管理下に
あったが、 昭和 48 年に返還さ れた。  
 こ れに先立つ昭和 47 年の２ 月に決定し た、 国
有財産関東地方審議会における 大蔵省処分方針
に基づいて、 グラ ント ハイ ツ跡地の約１ /３ に当
たる 60.7ha が公園と し て確保さ れる こ と と な
り 、 昭和 49 年に都市計画決定さ れた。 その内容
は、 市街化する 都区部の中で 60.7ha の広大な敷
地に豊かな自然を 保ち、 各種のス ポーツ施設を
備えた総合公園と し て計画さ れたも ので、 森林
公園と し て災害時の広域避難場所にも 指定さ れ
ている 。  
 用地については、 当初の開園区域は国から 無
償貸付を受けている が、 残余については１ /３ を
有償払下げ、 ２ /３ を無償貸付と いう こ と で、 昭
和 60 年度末で処理済みである 。  
 整備工事は、 昭和 49 年度を初年度と し て随時
実施し 、 同 62 年度をも って光が丘地区の中心施
設へのアプロ ーチ部分を始めと する 大規模な整
備を終了し ており 、 現在ま でにおよ そ 62 億円を
投じ ている 。  
 計画区域の殆ど 全域にわたっ ての施工が可能
であったため、 園路、 給排水、 照明、 放送設備
等が合理的に整備さ れている のが特色である 。
 在来の樹木は、 3,000 本程度であり 、 比較的少
数であっ た。 大部分の樹木は新たに植樹し たも
のである が、 樹相はほぼ成熟し 、 一般区域では
自然を回復し ている 。  
 ス ポーツ施設については、 昭和 57 年度よ り 同
60 年度にかけて整備さ れ、 有料施設と し て利用
に供し ている 。  
 光が丘地区の中心施設へのア プロ ーチ部分
（ ふれあいの径） の並木に植えてある いちょ う
は、 千代田区丸の内にあっ た、 旧東京都庁舎前
の街路樹を移植し たも ので、 樹齢 100 年以上の
も のである 。  
 公園の周囲は、 グラ ント ハイ ツ跡地を利用し
て大規模な集合住宅、 小、 中、 高校が整備さ れ、

昭和 49 年３ 月 11 日 
昭和 55 年 10 月４ 日（ 60.7ha）  

2 開園年月日 

昭和 56 年 12 月 26 日 

3 面積（ ㎡）  

607,823.73 

4 位置 

板橋区赤塚新町三丁目 
練馬区旭町二丁目、 光が丘二・ 四丁目 

5 交通 

都営大江戸線「 光が丘駅」 徒歩８ 分
東武東上線「 成増駅」 徒歩 15 分 
東京メ ト ロ 有楽町線「 地下鉄成増駅」 徒歩
15 分 

6 主な施設 

競技場（ 400m ト ラ ッ ク ）、 野球場（ ４ 面）、
テニス コ ート（ ８ 面・ 照明付）、弓道場（ 和・
洋弓共用）、 ゲート ボール場（ ４ 面）、 デイ
キャ ンプ場、 バーベキュ ー広場、 フィ ール
ド アス レチッ ク 、少年サッ カー場、駐車場、
バード サンク チュ アリ 、 テニス 壁打練習場

7 文化財等の指定

なし  

（ 以下次頁につづく ）
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公園の名称等 沿革と その特徴 

ま た、 平成 12 年に全線が開通し た都営大江戸線
も 乗り 入れる など 、 都内最大規模の団地と なっ
ている 。  
 
【 近年の取組等】  

「 公園フェ ス タ 」 では、 昨年度参加し た 6 団
体に加え、近隣商業施設 IMA や練馬清掃事務所
等、 新たに 9 団体が参加、 2 日間合計で約 4,000
人が来場する など 地域交流の拡充によ る 賑わい
の創出に寄与し た。

公園の名称等 沿革と その特徴 

日

 比

 谷

 公

 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 15 世紀の中頃ま では東京湾の入江で、 陸地は
ご く 一部にすぎなかっ たと 伝えら れる 。 徳川時
代初期に埋め立てら れ武家屋敷と なり 、 幕末は
松平肥前守、 松平大膳太夫等の屋敷があった。
 明治４ 年頃、 陸軍操練所が置かれ陸軍省が管
理し ていたが、 明治 22 年市区改正設計公園（ 旧
設計・ 公園第１ 号） に議定さ れ、同 33 年に至り 、
東京市は日比谷公園造営委員会を設置、 本多静
六、 石黒忠ら に設計を委託、 同 36 年我が国最初
の近代的洋風公園が誕生し た。  
 都市計画上の位置づけは、 その後の新設計を
経て、 昭和 32 年の東京都市計画公園・ 緑地の再
検討において、 前計画は廃止さ れ、 新たに「 中
央公園」 と し て定めら れた。 誕生以来 110 年以
上に渡って、 都心の高層建築の谷間に緑を保ち、
四季花を 絶やさ ず多く の来園者を楽し ま せてい
る 。  
 昭和 35 年３ 月地下駐車場が完成し 、 その地上
には 7,000m に及ぶ芝生広場を設け、同 36 年９
月完成の大噴水は直径 30m、主柱 12m の大き さ
で 24 態の水を噴き 上げる 名所と なっている 。  
 昭和 49 年６ 月には国有地 955.29 ㎡を造成し 、
追加開園し た。  
 長年の使用によ って老朽化し た小音楽堂の建
替は昭和 58 年６ 月に、 大音楽堂は同年８ 月に、
それぞれ竣工し た。  
 昭和59 年３ 月には北西部の整備工事によ り 祝
田門が開設さ れた。 ま た、 同年５ 月地方裁判所
跡地 1,749 ㎡を大蔵省から 借受、 かも めの広場
と し て昭和 61 年４ 月１ 日に開園し た。  
 平成２ 年７ 月 27 日には日比谷公園緑の相談所
（ 愛称： 日比谷グリ ーンサロ ン） を開所し た。
 平成７ 年６ 月には建替え ら れた 日比谷茶廊
（ 飲食店） を新たにオープンし た。  
 平成 11 年度末には、緑の相談所を閉鎖し 、「 緑
と 水の市民カレ ッ ジ」 をオープンし た。  
 平成 18 年 10 月には、 旧公園資料館（ 旧日比
谷公園事務所） で民間事業者（ 公募） によ る 保
存活用事業を実施し 、 多目的ホールと し てオー
プンし た。  

令和５ 年７ 月に公表し た「 バリ アフ リ ー日比
谷公園プロ ジェ ク ト 」 に基づき 再整備を進めて
おり 、 令和６ 年９ 月に第二花壇周辺の整備が完
了し 、芝生地に自由に立ち入る こ と ができ る「 芝

（ 明治 22 年５ 月 20 日）（ 府告 37）市区改正
昭和 32 年 12 月 21 日 
令和 3 年 11 月 15 日（ 176. 2ha） 中央公園

2 開園年月日 

明治 36 年 ６ 月１ 日 

3 面積（ ㎡）  

161,636.66 

4 位置 

千代田区日比谷公園 

5 交通 

JR・ 東京メ ト ロ 「 有楽町駅」 徒歩８ 分
東京メ ト ロ 丸の内線、千代田線「 霞ヶ 関駅」
徒歩２ 分 
東京メ ト ロ 日比谷線「 日比谷駅」 徒歩２ 分

6 主な施設 

テニス コ ート （ ５ 面・ 照明付）、 日比谷公
会堂、 大音楽堂、 小音楽堂、 陳列場（ 第１ 、
第２ 、 第３ ）、 日比谷図書館、 駐車場

7 文化財等の指定

旧日比谷公園事務所（ 都指定有形文化財
（ 建築物））  
市政会館及び日比谷公会堂（ 都指定有形文
化財（ 建造物） ＝（ 公財） 後藤・ 安田記念
東京都市研究所及び都管理）  

（ 以下次頁につづく ）
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公園の名称等 沿革と その特徴 

庭広場」 と し て利用を開始し た。  
 
【 近年の取組等】  
 令和５ 年に開園 120 周年を迎えた。 パーク ミ
ーティ ン グでのつながり を 活かし 、 一般社団法
人日比谷エリ アマネジメ ント 、 東京ミ ッ ド タ ウ
ン日比谷等の団体や企業と 連携し た周年事業を
実施。 園内の新たな新たな魅力づく り と 賑わい
を創出し た。

公園の名称等 沿革と その特徴 

水

 元

 公

 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 昭和 15 年３ 月に皇紀 2600 年記念事業と し て
水元緑地の名称で都市計画決定さ れたが、 用地
買収の途上において第２ 次世界大戦のため事業
を 一時中断し た。 戦後は自作農創設特別措置法
によ り 、 買収地の大半を失った。  
 昭和 32 年 12 月に東京都市計画公園・ 緑地の
大改訂が行われた際、 水元公園と 改めら れ、 昭
和 34 年以降は再び用地買収を開始し 、 昭和 40
年４ 月に一部を開園し た。  
 昭和 44 年５ 月 20 日の計画変更において、 小
合溜（ こ あいだめ） 中央部分に区域を 限定し た
ほか、 平成 10 年の変更で外郭環状道路と の整合
を 図り 、 重複計画の内双方の機能が果たせる 区
域を極力残し 、 国道 298 号と 交差する 部分のサ
ービ ス 道路を公園区域から 除外し た。 ま た、 都
市計画法上の公園の種別を「 一般公園」 から「 広
域公園」 に変更し た。  
 昭和 41 年 12 月には、 東京 100 年記念事業と
し ての整備計画が決定さ れ、 翌 42 年６ 月に明治
100 年記念森林公園と し て指定を受けた。  
 こ の公園は、 水と 水生植物等に恵ま れた環境
を活かし 、水郷の景観を豊富に盛り 込んだ 145ha
の広域公園で、 中央広場、 水生植物園、 バード
サン ク チュ アリ 、 花菖蒲園、 キャ ン プ広場、 水
辺ゾ ーン 、 せせら ぎ広場等が既に設けら れ、 水
産試験場跡地、 埼玉県側河畔の区域を も 合わせ
た大水郷公園と し て計画決定さ れている 。  
 なお、 平成７ 年５ 月にバーベキュ ー広場を 開
設し 、 平成８ 年５ 月には老朽化し た涼亭の建て
替えを行った。  
 平成２ 年に開所し た緑の相談所は、 平成 11 年
度末に閉鎖し た。  
 水元公園水産試験場跡地及び東金町八丁目地
区の整備については、 平成 12 年４ 月に東京都公
園審議会において整備計画が答申さ れた。 こ れ
を受けて、 平成 12 年度から 順次整備を行い、 平
成 28 年２ 月１ 日に 26,013.76 ㎡、 令和２ 年４ 月
１ 日に 617.81 ㎡を追加開園し た。  
 令和２ 年６ 月１ 日よ り 、 東金町八丁目に葛飾
区が設置し たク ラ イ ミ ングセンタ ー（ 設置許可）
が供用を開始し た。  
 
【 近年の取組等】  

地元小学校の 2 年生 34 人に向けて、防災出前
授業を実施。 職員が制作し た子ども でも わかり

昭和 15 年３ 月 30 日（ 内告 147）
昭和 32 年 12 月 21 日 
平成 16 年８ 月 13 日（ 145.00ha）  

2 開園年月日 

昭和 40 年４ 月１ 日 

3 面積（ ㎡）  

966,814.23 

4 位置 

葛飾区水元公園、 東金町五・ 八丁目、 東水
元二丁目、 埼玉県三郷市 

5 交通 

JR 常磐線「 金町駅」 から 京成バス （ 戸ヶ
崎操車場行）「 水元公園」 徒歩７ 分 

6 主な施設 

集会施設（ 涼亭和室２ 室）、 水生植物園、
少年キャ ンプ場、 バーベキュ ー広場、 野外
ス テージ、 駐車場、 ド ッ グラ ン、 バード サ
ンク チュ アリ  

7 文化財等の指定

水元のオニバス （ 都指定天然記念物）

（ 以下次頁につづく ）
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やすいス ラ イ ド を 使用し 、 避難時の流れや、 防
災公園と し ての役割や防災施設について知識を
習得し ていただいた。  

当日は公開授業のため保護者も 参加し て お
り 、 保護者や先生から も 好評を得ら れた。

公園の名称等 沿革と その特徴 

明

 治

 公

 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 昭和 21 年４ 月 25 日に戦災復興第 14 号で東京
復興内環状緑地と し て計画決定さ れ、 その後昭
和 32 年 12 月 21 日に都市計画法に基づき 再度計
画決定さ れた。  
 昭和 31 年８ 月 11 日には東京都体育館周辺を、
昭和 32 年４ 月 18 日国立競技場前を事業決定し 、
昭和 35 年８ 月 15 日に青年館前、 野球場西側、
若葉町地区を、 昭和 39 年３ 月 31 日に旧赤坂離
宮前が事業決定さ れた。  
 昭和 33 年 10 月に体育館周辺地区の大部分が
財務局から 所管換さ れ、昭和36 年から 青年館前、
若葉町等の用地買収に着手する と と も に、 オリ
ン ピ ッ ク の東京招致に成功後、 国立競技場が主
会場に決定さ れる に及んで、 オリ ンピッ ク 準備局
が公園整備に当たり 、昭和 39 年９ 月に完成し た。
 昭和 39 年 10 月１ 日及び同年 12 月１ 日付けで
全面積を 開園し たが、 地方自治法の一部を 改正
する 法律の主旨によ り 昭和 42 年４ 月１ 日に赤坂
離宮前地区、 若葉町地区を新宿区に移管し た。
 なお、 昭和 46 年３ 月 25 日には国有地であっ
た野球場西側地区（ 2,653.16 ㎡） について、 財務
局所管の土地と の交換によ り 都有地と なった。
 昭和 61 年５ 月 31 日に東京都体育館の改築に
伴い、 一部を開園区域から 除外し た。  
 昭和 61 年 12 月 20 日には 126.75 ㎡を追加開
園し た。  
 平成 27 年１ 月 27 日、 東京オリ ンピッ ク ・ パ
ラ リ ンピ ッ ク 競技大会会場整備のため、 公園の
一部（ 26,280.15 ㎡） を廃園し 、 平成 28 年４ 月１
日よ り 東部公園緑地事務所直轄管理と なった。

平成 28 年９ 月 30 日、 東部公園緑地事務所直
轄管理地（ 2,648.16 ㎡） については、 区画整理事
業実施のため廃園し 、 都市整備局へ移管し た。

令和元年 11 月 30 日、 連絡デッ キ１ 号・ ２ 号
竣工。  

令和 3 年 11 月 9 日、Park-PFI 事業設置等予定
者が決定し 、令和 3 年 12 月 25 日及び令和 4 年 4
月 1 日、 Park-PFI 事業予定地が開園し た。  

令和５ 年 10 月 31 日に供用を開始し 、 令和６
年１ 月 31 日に全面オープンし た。  

（ 昭和 21 年４ 月 25 日）（ 院告 14）
内環状緑地 
昭和 32 年 12 月 21 日 
平成 29 年 11 月 30 日 

2 開園年月日 

昭和 39 年 10 月１ 日 

3 面積（ ㎡）  

61,342.46 

4 位置 

新宿区霞ヶ 丘町、 渋谷区千駄ヶ 谷一丁目

5 交通 

JR 中央線「 千駄ヶ 谷駅」 徒歩３ 分 
都営大江戸線「 国立競技場前駅」 徒歩２ 分

6 主な施設 

東京体育館(メ イ ンアリ ーナ、 サブアリ ー 
ナ、 プール、 陸上競技場) 

7 文化財等の指定

なし  

公園の名称等 沿革と その特徴 

夢

 の

 島

 公

 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 昭和 45 年３ 月 10 日の江東区長及び江東区議
会議長要望に基づき 、 江東清掃工場関連施設と
し て、 昭和 45 年 12 月 12 日に計画決定がなさ れ
たも ので、 昭和 50 年３ 月に港湾局から 埋立地約
43ha の引継を受け、 本格的な整備に着手し た。

昭和 45 年 12 月 22 日 
昭和 53 年 10 月４ 日（ 43.20ha）

2 開園年月日 

昭和 53 年 10 月１ 日 

（ 以下次頁につづく ）
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3 面積（ ㎡）  昭和 51 年３ 月に完成し て一般に公開さ れてい
る 第五福竜丸展示館には、 核兵器の恐ろし さ と
平和の尊さ を後世に伝える ため、 昭和 29 年にビ
キニ環礁で行われた水爆実験によ り 被害を 受け
た「 第五福竜丸」 が展示さ れている 。 ま た、 同
年 11 月には、 教育庁所管の夢の島総合体育館が
竣工し 、 開館し た。  
 公園と し ては、 その後の昭和 53 年 10 月１ 日
に 342,285 ㎡を開園し 、 同 56 年 12 月 26 日に
33,244 ㎡を、 同 58 年６ 月１ 日に 2,128.00 ㎡を追
加開園し た。  
 当園は、 補助線街路第 116 号（ 明治通り ） を
跨いで東西に分かれ、 東側には陸上競技場、 ア
ーチェ リ ー場、 第五福竜丸等の他、 東京ス ポー
ツ 文化館がある 。 ま た、 西側には、 江東区が管
理する 野球場、 サッ カー場等がある 。  
 それま で分断さ れていた東西部分である が、
昭和 62 年になぎさ 橋、 昭和 63 年にはかも め橋
を 架設し 一体化を 図っ た 。 その際、 橋台敷地
5,834.83 ㎡について整備し 、 昭和 63 年６ 月１ 日
に追加開園し た。 ま た、 昭和 63 年 11 月に、 東
側部分に夢の島熱帯植物館が完成し 、 開館し て
いる 。  
 平成 11 年度には、 他船に転用さ れた後、 海中
に没し ていた第五福竜丸に使用し ていたエンジ
ンの寄贈を受け、 エン ジンの補修と 展示施設の
整備を行い、 公開し ている 。  
 平成 12 年度には、 バーベキュ ー広場の拡大改
修を図った。  

平成 28 年度、東京 2020 オリ ンピッ ク・ パラ リ ン
ピ ッ ク 競技大会に向けた会場整備に着手し 、 ア
ーチェ リ ー場を 設置し た（ 生活文化ス ポーツ 局
所管）。  
 公園口整備に伴い、 平成 31 年４ 月１ 日に 400
㎡を追加開園し た。  
 
【 近年の取組等】  

地域回遊型イ ベント 「 新木場＆夢の島わく わ
く お散歩アート フ ェ ス 」 を 開催し 、 近隣企業や
アーティ ス ト と 連携し たワ ーク ショ ッ プも 行っ
た。  

433,612.23 

4 位置 

江東区夢の島一、 二丁目 

4 位置 

江東区夢の島一、 二丁目 

5 交通 

Ｊ Ｒ 京葉線・ 東京メ ト ロ 有楽町線・ 臨海高
速鉄道り んかい線「 新木場駅」 徒歩７ 分 
東京メ ト ロ 東西線「 東陽町駅」都営バス（ 新
木場行）（ 若洲キャ ンプ場行）「 夢の島」 徒
歩１ 分 

6 主な施設 

陸上競技場、 アーチェ リ ー場、 バーベキュ
ー広場、 夢の島熱帯植物館、 第五福竜丸展
示館、 野球場、 少年野球場、 サッ カー場、
駐車場、 東京ス ポーツ文化館（ Bum B）  

7 文化財等の指定

なし  

公園の名称等 沿革と その特徴 

横

 網

 町

 公

 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 元陸軍被服廠跡の一部を大正11 年に東京市が
買収し 公園造成を計画中に、 翌年の同 12 年９ 月
１ 日に関東大震災が起こ った。 こ の震災によ り 、
被服廠跡は最大の惨状を 呈する と こ ろ と な っ
た。 そのため、 こ の災禍によ る 幾多の遭難者の
霊を 追悼する 震災記念館及び震災時の資料を 展
示する 復興記念館を建設する こ と と なり 、 従来
の公園計画を変更し た。  
 本公園は、 都市計画上は戦災復興計画の一環
と し て隅田川緑地の一部と し て計画決定さ れた
も のである 。 隅田川緑地の都市計画決定は大正

（ 大正 13 年４ 月１ 日）  
（ 昭和 21 年４ 月 25 日）（ 院告 14）  
隅田川緑地 
昭和 32 年 12 月 21 日 
昭和 46 年７ 月９ 日(103.5ha) 隅田川公園 

2 開園年月日 

昭和５ 年９ 月１ 日 

3 面積（ ㎡）  

19,579.53 

（ 以下次頁につづく ）
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4 位置 13 年４ 月１ 日の内務省告示第 170 号によ って、
震災復興公園の３ 箇所の大公園の１ 箇所である
墨田公園と し て決定さ れ、 国が事業を 進めた。
その後、 昭和 21 年４ 月 25 日戦災復興院告示第
14 号によ り 安田庭園並びに横網町公園を区域に
含めたも のであり 、 昭和 32 年の再検討によ り 新
たに都市計画上の位置づけがなさ れたも のであ
る 。  
 戦後、 震災記念館には、 東京大空襲において
犠牲と なっ た戦災死者の霊が合祀さ れ、 東京都
慰霊堂と 改称し 、 毎年３ 月 10 日及び９ 月１ 日に
慰霊祭を 行っている 。 ま た、 復興記念館も 震災
関係資料を 展示し ていたが、 新たに戦災関係資
料も 加えて昭和 33 年７ 月から 再び公開さ れてい
る 。 昭和 49 年４ 月１ 日から 防災思想の普及を図
る ため、 入館料を無料と し 、 昭和 61 年、 62 年度
に復興記念館の設備補修工事を行った。  
 平成 13 年３ 月には、 東京空襲犠牲者の追悼と
平和を祈念する ため、 生活文化ス ポーツ 局所管
の「 東京空襲犠牲者を追悼し 平和を祈念する 碑」
が設置さ れた。  
 平成 25 年 12 月よ り 、 慰霊堂及び慰霊塔の耐
震補強工事を実施し 、 平成 28 年２ 月に完了し て
いる 。  
 
【 近年の取組等】  

令和５ 年度は例年よ り 多い３ 回の特別展を 開
催。 春季特別展「 同潤会がめざし た理想的な住
ま いと 住環境」、 秋季特別展「 子ども たちの関東
大震災（ 2023 年版）」、 特別展「 関東大震災の被
災者実態について」 を開催し た。   

墨田区横網二丁目 

5 交通 

JR 総武線「 両国駅」 徒歩 10 分 
都営大江戸線「 両国駅」 徒歩 5 分 

6 主な施設 

東京都慰霊堂、 復興記念館、 東京空襲犠牲
者追悼・ 平和関係モニュ メ ント  

7 文化財等の指定

東京都慰霊堂、 東京都復興記念館（ 東京都
選定歴史的建造物＝都景観条例）  

公園の名称等 沿革と その特徴 

代

 々

 木

 公

 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 昭和 20 年 12 月、 戦災復興の基本計画が決定
さ れ、 当時は公園計画も 壮大で進歩的なも ので
あっ た。 代々木公園は当時の山手環状の沿線緑
化に沿う 形で計画決定さ れたが、 その後すぐ に
院告 126 号で米軍独身将校宿舎を除外し 、 特別
都市計画復興大公園と し て誕生し た。 その後の
再検討においても 、 従来の位置、 面積が大公園
と し て再確認さ れ、 指定換えがなさ れた。  
 代々木練兵場跡は、 戦後はワ シント ンハイ ツ
と 呼ばれた 駐留軍家族の居住地であ っ た跡地
で、 昭和 39 年オリ ンピッ ク 東京大会の開催にあ
たっては、 選手村に当てら れた。  
 昭和 40 年３ 月 31 日に、 547,107 ㎡の国有地を
国から 借り 受ける 無償貸付契約を締結し 、 森林
公園の造成に着手し た。 その後の整備に併せて、
昭和 42 年 10 月 20 日にＢ 地区の一部である
78,639.73 ㎡を開園後逐次部分開園し 、昭和 46 年
４ 月１ 日には全面開園し た。  
 園地は、 森林公園部分（ Ａ 地区）、 運動施設広
場部分（ Ｂ 地区） 及び児童公園部分（ Ｃ 地区）
の３ 地区に区分さ れていたが、 昭和 52 年４ 月１
日に児童公園部分（ 7,012.05 ㎡） を渋谷区へ移管
し た。  

（ 昭和 21 年４ 月 25 日）（ 院告 14）
山手環状緑地 
昭和 32 年 12 月 21 日 
昭和 51 年７ 月 13 日（ 65.80ha）  

2 開園年月日 

昭和 42 年 10 月 20 日 

3 面積（ ㎡）  

544,711.27 

4 位置 

渋谷区代々木神園町、 神南二丁目

5 交通 

JR 山手線「 原宿駅」 徒歩３ 分 
東京メ ト ロ 千代田線「 代々木公園駅」 徒歩
３ 分 
東京メ ト ロ 千代田線・ 副都心線「 明治神宮
前（ 原宿） 駅」 徒歩３ 分 
小田急線「 代々木八幡駅」 徒歩６ 分 

（ 以下次頁につづく ）
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6 主な施設 昭和 51 年には、 都市緑地保全法の主旨に沿う
形で、 都市計画の変更が行われ、 明治神宮内宮
地域を 公園計画区域から 除外し た。 ま た、 昭和
60 年５ 月１ 日にはＢ 地区運動広場の機能充実を
図り 、 文化的諸活動の振興を 図る ため、 野外ス
テージを建設し た。  
 平成３ 年５ 月には、 Ａ 地区に噴水、 池など の
水を 利用し た修景施設を 設置し 、 水と 緑に恵ま
れた公園と し て、 一層の充実を図った。  
 平成６ 年度にはＢ 地区の園路（ 国立競技場と
Ｎ ＨＫ と の間） を 改修し ている 。 なお、 Ｂ 地区
の多目的広場は、 催物等に数多く 利用さ れてい
る 。  
 平成 12 年度には、 噴水池、 水上デッ キの改修
工事を行った。  
 平成 13～14 年度には、「 花の小径」 を整備し 、
ま た、 平成 15 年度には渋谷門橋耐震補強工事を
施工し 、 安全性の確保を図った。 平成 16 年 11
月 ナイ キジャ パンよ り バス ケッ ト コ ート 2 面
寄付受領。  
 平成 19 年４ 月には、「 ド ッ グラ ン」 を開設し 、
新たなニーズに応えている 。  
 ま た、 平成 24 年 11 月には、 米国よ り 日米友
好の象徴と し てハナミ ズキ 100 本が寄贈さ れた。
 平成 29 年 10 月１ 日に国家戦略特別区域法に
規定する 、 都市公園占用保育所等施設設置事業
に係る 、 認可保育所を開所し た。  
 令和 3 年 11 月 9 日、Park-PFI 事業設置等予定
者が決定し 、 令和 4 年 4 月 1 日、 Park-PFI 事業
予定地が開園し た。 供用開始は令和７ 年２ 月を
予定。  

令和 4 年 9 月 バス ケッ ト コ ート をク ラ ウ ド
フ ァ ウ ンディ ングによ り 改修。  

令和４ 年１ １ 月、 サッ カー、 ラ グビー、 ホッ
ケー場を人工芝に改修し 利用再開。  
 
【 近年の取組等】  
 人工芝に生ま れ変わっ た サッ カ ー場を 活用
し 、 地元プロ サッ カーク ラ ブと こ ど も サッ カー
教室などを実施し た。

陸上競技場、 サッ カー場兼ホッ ケー場、 野
外ス テージ、サイ ク リ ングロ ード 、駐車場、
ド ッ グラ ン、 バード サンク チュ アリ  

7 文化財等の指定

なし  

公園の名称等 沿革と その特徴 

林

 試

 の

 森

 公

 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 林試の森公園（ 都市計画名； 目黒公園） は、
品川区及び目黒区にま たがる 約 12.1ha の公園
で、 都心よ り およ そ８ km の距離にある 。  
 公園の計画区域の大部分は、 明治 33 年６ 月に
農商務省林野整理局の目黒試験苗圃と し て使用
さ れたのが始ま り で、 その後も 林野庁の林業試
験場と し て 80 有余年の間共用さ れてき たが、 筑
波学園都市の建設方針によ り 同試験場について
も 移転が図ら れ、 昭和 55 年５ 月に国有財産中央
審議会において、 同試験場跡地は避難場所を 兼
ねた公園と し て利用する よ う 、 跡地の利用大綱
が答申さ れた。 昭和 55 年２ 月に、 国は同試験場
跡地の一部暫定開放を 品川区及び目黒区に認

昭和 32 年 12 月 21 日 
平成 31 年 3 月 6 日（ 14.2ha）  

2 開園年月日 

平成元年６ 月１ 日 

3 面積（ ㎡）  

122,497.58 

4 位置 

品川区小山台二丁目、  
目黒区下目黒五丁目 

（ 以下次頁につづく ）
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公園の名称等 沿革と その特徴 

5 交通 め、 両区は「 林試の森」 と し て制限公開を 行な
ってき たが、 昭和 62 年に、 東京都が国に対し て
同試験場跡地を 公園の事業用地と し て処分する
こ と を要望し 、 こ れを 受けた国有財産関東地方
審議会において、 同年 10 月に処分方針が答申さ
れ、 公園と し て事業化を 図る こ と と なった。 平
成元年６ 月１ 日に、 東側部分 15,123.62 ㎡及び西
側部分 25,034.75 ㎡の計 40,158.37 ㎡を新規開園
し 、 同２ 年６ 月１ 日には 28,961.63 ㎡を追加開園
し た。 その後、 平成４ 年６ 月１ 日には中央部分
を 主と し た 50,938.99 ㎡を 、 同６ 年６ 月１ 日に
703.92 ㎡追加開園し た。  

平成31 年３ 月に財務省小山台住宅跡地等を追
加する 都市計画変更を行い、 こ のう ち令和 5 年
11 月 １ 日に 羅 漢寺 川エ ン ト ラ ン ス ゾ ーン
1,734.67 ㎡を追加開園し た。  

本公園は、 旧林業試験場跡地と し て、 歴史的
経緯を持つ残存樹林を 活用し て造ら れた公園で
ある ため、 管理運営に当っては特段の配慮が必
要と さ れている 。  
 
【 近年の取組等】  

令和 5 年度は、 落葉や池底の堆積土を利用し
た腐葉土の醸成、 大学・ 高校と 連携し た樹木マ
ッ プ 作成や生物の 調査結果を 紹介する な ど
SDG’s パーク センタ ーと し ての取組を行った。  

東急目黒線「 武蔵小山駅」 徒歩 10 分
JR 線「 渋谷駅」 東急バス (五反田行「 恵比寿」
経由)「 林試の森入口」 徒歩１ 分 

6 主な施設 

多目的広場、冒険広場、デイ キャ ンプ広場、
展示ルーム(会議室) 

7 文化財等の指定

なし  

公園の名称等 沿革と その特徴 

 
蘆 
 
花 
 
恒 
 
春 
 
園 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
（ 1） 恒春園部分（ 制限公開）  
 明治から 大正にかけての文豪と し て知ら れる
徳富蘆花は、 明治 40 年２ 月ま で住んでいた青山
高樹町の借家を 離れ、 当時の千歳村柏谷の地に
土地と 家屋を求めて「 恒春園」 と 名付け、 約 20
年間を過ごし ていた。  
 昭和 11 年の故人の 10 周年忌に際し 、 愛子未
亡人から 寄付を受け、 同 13 年に蘆花夫婦の粕谷
移住 31 周年記念日を期し て開園し た。  
 邸地と と も に寄付を受けた遺品は、 昭和 35 年
に建築し た陳列場（ 蘆花記念館） に収蔵し 、 一
部を一般公開し ている 。  
 園内のク ヌ ギ 林の一角には夫婦の墓所も あ
り 、 蘆花の命日に近い９ 月第３ 土曜日には、 毎
年蘆花を 偲ぶ集いが催さ れている 。 なお、 昭和
40 年以来コ ンク リ ート 模擬造り であった秋水書
院の屋根は、昭和 59 年３ 月に茅葺き に復元し た。
 昭和 61 年３ 月には、 記念館並びに母屋、 愛子
夫人居宅、 恒春園（ 旧邸内） を 整備復元し 、 昭
和 61 年３ 月 10 日に東京都の史跡指定を受けた。
（ 2） 公園部分（ 公開公園）  
 昭和32 年に蘆花恒春園隣接地を都市計画決定
し たも ので、 同年に用地買収に着手し た。  
 昭和 43 年４ 月１ 日には児童遊園部分 3,409.41
㎡を開園し 、 昭和 46 年６ 月１ 日に 22,542.04 ㎡
を、 昭和 46 年６ 月 10 日には児童遊園隣接部分
14,237.44 ㎡を、 昭和 47 年６ 月１ 日に 1,691.24 ㎡

昭和 32 年 12 月 21 日（ 8.30ha）

2 開園年月日 

昭和 13 年２ 月 27 日 

3 面積（ ㎡）  

80,304.43 

4 位置 

世田谷区粕谷一丁目 

5 交通 

京王線「 芦花公園駅」 徒歩 15 分
小田急線「 千歳船橋駅」 京王バス (千歳烏山
行)「 蘆花恒春園」 徒歩７ 分 

6 主な施設 

集会場（ 梅花書屋、 愛子夫人居宅）、 蘆花
記念館、 ド ッ グラ ン 

7 文化財等の指定

徳富蘆花旧宅（ 都指定史跡＝徳富蘆花旧邸
内部分 13,803 ㎡）  

（ 以下次頁につづく ）
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を、昭和 55 年６ 月１ 日には 299.25 ㎡を追加開園
し 、昭和 56 年 12 月 26 日には墓所部分 396.69 ㎡
を算入し 、 55,399.87 ㎡に面積変更し た。  
 さ ら に、 平成２ 年８ 月１ 日に 421.20 ㎡、 平成
４ 年６ 月１ 日に 1,095.77 ㎡、 平成７ 年６ 月１ 日
に 2,221.59 ㎡、 平成８ 年６ 月１ 日 3,925.07 ㎡、
平成９ 年６ 月１ 日に 1,496.19 ㎡、平成 10 年６ 月
１ 日に 887.95 ㎡、 平成 11 年６ 月１ 日に 2,458.00
㎡、 平成 19 年６ 月１ 日 9,925.32 ㎡、 平成 21 年
４ 月１ 日 1,720.83 ㎡を順次開園し ている 。  
 平成 30 年４ 月１ 日に国家戦略特別区域法に規
定する 、 都市公園占用保育所等施設設置事業に
係る 、 認可保育所を開所し た。  
 
【 近年の取組等】  

令和 5 年度は、 蘆花作品の朗読やゴシッ プハ
ープの演奏を交えた無料コ ン サート を 開催し 、
蘆花恒春園なら ではの文学や文化財に親し みを
も っても ら う 取組を行った。  

公園の名称等 沿革と その特徴 

和

 田

 堀

 公

 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 かつては、 一般に大宮公園と 呼ばれていた場
所で、 大宮八幡宮の境内に接し 、 和田堀池を 中
心に 12 の橋にま たがる 公園で、 西端は善福寺川
緑地に接し ている 。 和田堀池は昭和 30 年代の中
頃、 河川改修時に造ら れた人工池である が、 そ
こ には、 大小二つの中島があり 、 貴重な野鳥の
生息地と なっている 。  
 園内には、 約 280 本の桜が植えら れており 、
隣接する 善福寺川緑地と 共に、 地域の桜の名所
のひと つと なっている 。  
 運動施設と し て設置し ている 野球場は、 杉並
区に管理許可を 行なっ ている も ので、 善福寺川
が氾濫し た場合の遊水池と し ての機能を併せ持
つよ う に設計さ れている 。  

ま た、 順次公園の拡張整備を 実施し ており 、
直近では、 平成 25 年５ 月１ 日に 1,026.63 ㎡を追
加開園し ている 。  

令和５ 年 10 月杉並区にド ッ グラ ンを 設置許
可。  
 
【 近年の取組等】  

和田掘池を 、 都のモニタ リ ング結果を 基にゾ
ーニングを行い、 単一化し ていた中島に多様な
生物環境を創出し た。  

（ 昭和 16 年１ 月 14 日）（ 内告 13）
昭和 32 年 12 月 21 日 
昭和 51 年 12 月 24 日（ 54.40ha）  

2 開園年月日 

昭和 39 年８ 月１ 日 

3 面積（ ㎡）  

262,570.59 

4 位置 

杉並区大宮一・ 二丁目、成田東一・ 二丁目、
成田西一丁目、 堀ノ 内一・ 二丁目、 松ノ 木
一丁目 

5 交通 

京王井の頭線「 西永福駅」 徒歩 15 分
京王井の頭線「 永福町駅」 京王バス（ 松ノ
木住宅行）「 都立和田堀公園」 徒歩１ 分 

6 主な施設 

野球場（ ２ 面）、 競技場（ 300m ・ 400m ト
ラ ッ ク ） バーベキュ ー広場、 郷土博物館、
駐車場 

7 文化財等の指定

大宮遺跡（ 都指定史跡）  

 

蘆
　
花
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園
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 ③ 霊園及び葬儀所    面積 1,621,667.61 ㎡ 

公園の名称等 沿革と その特徴 

青

 山

 霊

 園

 

1 開設 青山霊園は、 明治６ 年８ 月の太政大臣布達の
「 墓地取扱規則」 によ り 指定さ れた青山百人町
続き 神葬祭地（ も と 青山百人町続き 足し 山） 及
び青山神葬祭地（ 青山元郡上邸跡地） と し て整
備さ れたも のを 東京府が引継ぎ、 明治７ 年９ 月
１ 日に青山墓地と し て開設し た我が国の公営墓
地で最も 古い墓地の一つである 。 明治 22 年に東
京市に移管後、 昭和 10 年に青山霊園と 改め現在
に至っている 。 区内の霊園の中では最も 広く 、
地勢は多少起伏があり 、 中央を 台地と し て東、
南、 西の三方向に傾斜し ている 。 ま た、 立山地
区（ も と 青山百人町続き 足し 山） は飛び地にな
っている 。  
 園内には、 古木が点在し 、 霊園を 南北に縦断
する 道路は桜並木と なっ ており 、 桜の名所と し
ても 知ら れている 。  
 ま た、 園内には明治、 大正時代の政治家、 軍
人、 文化人等著名人の墓所が多数あり 、 中でも
大久保利通（ 幕末から 明治にかけての政治家）
の墓所は、 都の旧跡と し て昭和 15 年に文化財に
指定さ れている 。  
 なお、 昭和 32 年に都市計画公園と し て計画決
定さ れ、 全面的に公園と し て利用する こ と を 目
指し てき たが、 平成 14 年 12 月の公園審議会答
申によ り 、 霊園と 公園が共存する 空間と し て再
生する と さ れ、 平成 15 年７ 月から 霊園使用者公
募を 再開する と 共に、 墓所移転制度や墓所返還
時の特例制度を 創設し 、 空き 墓所の拡大・ 集約
し て、 広場等の拡充を進めている 。  
 「 霊園再生事業」 に伴い、 平成 17 年４ 月１ 日
から 立体埋蔵施設の管理も 行っ ており 、 公募分
を含め保管可能数は 1,060 区画ある 。  

明治７ 年９ 月１ 日 

2 面積（ ㎡）  

263,564.27 

3 位置 

港区南青山二丁目、 四丁目 

4 交通 

東京メ ト ロ 銀座線「 外苑前駅」 徒歩８ 分
東京メ ト ロ 千代田線「 乃木坂駅」 徒歩 12 分
東京メ ト ロ 銀座線、 半蔵門線、 都営大江戸
線「 青山一丁目」 徒歩 10 分 

5 使用者及び埋葬者数 

令和 6 年３ 月 31 日現在 

使用者（ 人）  14,918

埋葬者（ 体）  135,157

6 文化財等の指定

大久保利通墓所（ 都指定旧跡）

公園の名称等 沿革と その特徴 

雑

 司

 ケ

 谷

 霊

 園

 

1 開設 （ 1） 霊園
 本霊園は、 青山霊園と 同じ く 、 元雑司ケ谷旭
出町墓地を 東京府が引継ぎ、 明治７ 年９ 月１ 日
に雑司ケ谷墓地と し て開設し たも のである 。 明
治 22 年に東京市に移管後、 昭和 10 年には雑司
ケ谷霊園と 改め、 現在に至っている 。  
 園内はほぼ平坦で、 けやき の古木等の緑が多
く 、 ま た周辺の住宅が密集し ている こ と から 、
貴重な自然環境空間を 提供し ている 。 ま た、 夏
目漱石を 始めと する 多数の文化人の墓所があ
り 、 散策に訪れる 人も 多く 、 特に明治・ 大正の
哲学者である ラ フ ァ エル・ ケーベルの墓所は都
の旧跡に指定さ れている 。  
 公園化を 目指し 、 無縁墓地整理事業実施のた
め、 昭和 37 年６ 月以降は返還墓所等の新規の使
用（ 再貸付） は行なっていなかったが、「 霊園再
生事業」 に伴い令和５ 年度から 再開し た。  
（ 2） 崇祖堂 
 大正から 昭和初期にかけて、 地方から 東京へ
の人口流入が増加し たこ と に伴い、 墓地に対す
る 需要が高ま っ た。 こ の状況を 検討し た結果、
墓地の新規需要に応じ て造成を 重ねる こ と は将

明治７ 年９ 月１ 日 

2 面積（ ㎡）  

106,110.29 

3 位置 

豊島区南池袋四丁目 

4 交通 

都電荒川線「 雑司ケ谷駅」 徒歩５ 分
東京メ ト ロ 有楽町線「 東池袋駅」 徒歩 10 分
東京メ ト ロ副都心線「 雑司が谷駅」徒歩10 分
Ｊ Ｒ 線「 池袋駅」 徒歩 15 分 

5 使用者及び埋葬者数 

令和 5 年３ 月 31 日現在 

使用者（ 人）  7,938

埋葬者（ 体）  71,284

6 文化財等の指定

ラ フ ァ エル・ ケーベル墓所（ 都指定旧跡）
 
 

（ 以下次頁につづく ）
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公園の名称等 沿革と その特徴 

7 施設の概要（ 崇祖堂）  来都市計画に支障を来たし 、 ま た経営上も 問題
が多いこ と から 、 火葬し た遺骨であれば便利な
場所で、 安全かつ荘厳な納骨堂に収蔵し 、 必要
があればいつでも 容易に遺骨を 移転でき る よ う
にする こ と が時代の要求に適う も のと 考え、 昭
和 13 年 12 月に霊園の一画に設けら れた家族納
骨壇方式の墓所が、 こ の崇祖堂である 。  
 崇祖堂内には、 こ の家族納骨壇（ 現在はロ ッ
カー形式短期収蔵施設） のほか一時収蔵施設、
簡易な葬祭施設と し ての式場が併設さ れて い
る 。

建築面積   2,288.82 ㎡ 
 鉄骨鉄筋コ ンク リ ート 造３ 階建 
納骨堂 
 ロ ッ カー形式短期収蔵施設 3,950 箇所 
 （ 令和 6 年３ 月 31 日現在 8,601 体）  
 一時収蔵保管可能数 2,880 体 

（ 令和 6 年３ 月 31 日現在 955 体）  
 葬祭施設（ 式場） 収容人数 80 人 
 控え室（ 管理事務所棟）  

公園の名称等 沿革と その特徴 

谷

 中

 霊

 園

 

1 開設 当霊園は、 主と し て明治維新の戦禍で荒廃し
ていた谷中天王寺の墓地等を 東京府が引継いで
谷中墓地と し て開設し たも のである 。 その後、
明治 22 年に東京市に移管と なり 、 昭和 10 年に
は谷中霊園と 改め、 現在に至っている 。  
 園内は、 東側が全体に傾斜し ている ほかは平
坦であり 、 墓域は点在する 古木や中央園路の桜
並木と 相ま って比較的静寂である 。 ま た、 春に
は桜並木が美し く 、 多く の人出がある 。  
 付近には寺院も 多く 、 寛永寺や天王寺の墓地
と 入り 組んでおり 、 霊園全体の形は複雑になっ
ている 。  
 幸田露伴の小説で有名な谷中天王寺の五重の
塔も 当霊園中央部にあったが、 昭和 32 年７ 月６
日、 放火によ り 惜し く も その姿を失った。  
 現在、 こ の五重の塔跡地は都の史跡に指定さ
れており 、 こ のほか墓所２ 箇所が都の旧跡に、
墓所１ 箇所が都の史跡に指定さ れている 。  
 なお、 昭和 32 年に都市計画公園と し て計画決
定がさ れ、 無縁墓地整理事業の実施によ り 将来
は公園化を行なう こ と と なったため、 昭和 35 年
８ 月以降は返還墓所等の新規の使用（ 再貸付）
は行なっていなかったが、「 霊園再生事業」 に伴
い平成 19 年度から 再開し 、 平成 22 年４ 月１ 日
から 立体埋蔵施設の管理も 行っている 。  

明治７ 年９ 月１ 日 

2 面積（ ㎡）  

102,537.46 

3 位置 

台東区谷中七丁目、 上野桜木二丁目

4 交通 

Ｊ Ｒ 線「 日暮里駅」 徒歩５ 分 

5 使用者及び埋葬者数 

令和 5 年３ 月 31 日現在 

使用者（ 人）  7,526

埋葬者（ 体）  59,333

6 文化財等の指定

大原重徳墓所（ 都指定旧跡）  
菊地容斎墓所（ 都指定旧跡）  
小花作助墓所（ 都指定史跡）  
天王寺五重塔跡（ 都指定史跡）  

公園の名称等 沿革と その特徴 

染

 井

 霊

 園

 

1 開設 染井霊園は、 元上駒込の建部邸及び大貫邸の
跡地であり 、 江戸時代に大貫家に対し て御墨付
墓地と し て７ 反（ 2100 坪＝6,930 ㎡） が下賜さ れ
たのが最初と 言われている 。 こ れを 東京府が引
き 継ぎ、 明治７ 年９ 月１ 日に染井墓地と し て開
設し た。  
 明治 22 年には東京市に移管さ れ、 昭和 10 年
に名称を染井霊園と 改め、 現在に至っている 。
 都立霊園の中では最も 規模が小さ く 、 ほぼ平
坦で、 桜の古木が点在する 中に墓所が設けら れ
ている 。 霊園付近には幹線道路がないこ と から 、
区内霊園と し ては静寂な地になっている 。  
 公園化を目指し 、 無縁墓地整理事業実施のた
め、 昭和 37 年６ 月以降は返還墓所等の新規の使
用（ 再貸付） は行なっていなかったが、「 霊園再
生事業」 に伴い、 令和元年度から 再開し た。 ま
た、 令和 3 年 4 月 1 日から 立体埋蔵施設の管理
も 行っている 。

明治７ 年９ 月１ 日 

2 面積（ ㎡）  

67,910.73 

3 位置 

豊島区駒込五・ 七丁目 

4 交通 

Ｊ Ｒ 山手線・ 都営三田線「 巣鴨駅」 徒歩７ 分

5 使用者及び埋葬者数 

令和 6 年３ 月 31 日現在 

使用者（ 人）  4,172

埋葬者（ 体）  31,701

6 文化財等の指定

なし  

（ 以下次頁につづく ）
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公園の名称等 沿革と その特徴 

ちなみに、 当霊園のある 場所は、 江戸時代に
染井と 呼ばれており 、 江戸園芸の中心地であっ
た。 著名な桜と し て世に知ら れる 染井吉野（ ソ
メ イ ヨ シノ ） がこ の地にあっ た植木屋を通じ て
世に広ま っ たと さ れている こ と から 、 ソ メ イ ヨ
シノ の発祥の地と も 言われている 。  

公園の名称等 沿革と その特徴 

八

 柱

 霊

 園

 

1 開設 本霊園は、 上野から 北東へ 20km の距離にあ
り 区内霊園や当時の多磨墓地が飽和状態と なっ
たこ と から 、 当時の公園墓地構想によ り 第二の
郊外墓地と し て昭和５ 年に計画し たも ので、 千
葉県およ び松戸市の協力を得て昭和８ 年 10 月に
約 74ha の用地を 買収し 終えて第１ 期工事に着
手、 昭和 10 年７ 月１ 日に開設し たも のである 。

建設当時、 地元住民に親し ま れる よ う な明る
いイ メ ージの公園墓地と する こ と を 基本方針と
し 、 西欧風の公園墓地を イ メ ージし ながら 「 御
霊の宿る 園」 と の意味で考案し たのが「 霊園」
と いう 名称である 。 現在では、 公営・ 民営を 問
わず、 墓地の名称と し ても 一般的に使用さ れる
よ う になっ た名称だが、 最初に使用さ れたのが
こ の八柱霊園であり 、 以降、 東京都の墓地はす
べて霊園と 改称し た。  
 その後、 年々利用者が増加し 、 昭和 35 年に既
設区域も 飽和状態に達し たので、約 30ha にわた
る 拡張計画が決定さ れ、 同 39 年にはその用地買
収も ほぼ完了し た。  
 霊園の正門付近は、 庭園を 思わせる よ う な設
計がなさ れ、 霊園全体がなだら かな起伏に富み、
松林も 多く 自然環境に恵ま れている 。  
 昭和 12 年には、 霊園の一画に遺骨を短期間預
かる ための一時収蔵施設と し て、 祭壇を併設し
た納骨堂が設置さ れた。  
 昭和 40 年から 同 44 年にかけて、 西洋風墓地
である 芝生墓地が設置さ れた。 ま た、 平成３ 年
度から は壁型埋蔵施設（ 通称壁墓地）、 平成 25
年度から は合葬式墓地を 造成し 、 併用を開始し
た。

昭和 10 年７ 月１ 日 

2 面積（ ㎡）  

1,044,533.94 

3 位置 

千葉県松戸市中新田、 紙敷、 松飛台、
河原塚、 日暮 

4 交通 

Ｊ Ｒ 武蔵野線「 新八柱駅」 徒歩 20 分
新京成線「 八柱駅」 徒歩 20 分 
「 新八柱駅」「 八柱駅」 京成バス （ 東松戸
駅行）  
（ 紙敷車庫行）「 八柱霊園」 下車徒歩１ 分
北総開発鉄道線「 松飛台駅」 徒歩 10 分 

5 使用者及び埋葬者数 

令和 6 年３ 月 31 日現在 

使用者（ 人）  85,927

埋葬者（ 体）  344,000

6 文化財等の指定

なし  

7 施設の概要 

納骨堂 
建築面積 163,63 ㎡ 

 鉄筋コ ンク リ ート 造平屋建 
 一時収蔵保管可能数 2,843 体 
 （ 令和 6 年３ 月 31 日現在 1,324 体）  

公園の名称等 沿革と その特徴 

瑞

 江

 葬

 儀

 所

 

1 開設 瑞江葬儀所は、 東京市における 唯一の公営火
葬場と し て、 低廉な料金で一般の利用に供する
こ と 等によ り 、 他の火葬場の範と なる べく 、 昭
和 10 年３ 月に都市計画決定さ れ、 昭和 13 年に
開設さ れた。  
 その後、 施設の老朽化と ばい煙等の公害防止
のため、 昭和 48 年６ 月から 同年 49 年 12 月にか
けて全面改築工事を行い、 同 50 年２ 月から 業務
を再開し た。 ま た、 昭和 57 年度から 61 年度に
かけて、 順次火葬炉の更新を行った。  
 現在の施設は、 管理棟、 火葬棟、 付属施設に
分かれている 。 火葬炉は燃料に都市ガス を用い、
再燃焼装置及び集塵装置が完備さ れ、 臭気、 ば
い煙等の公害対策に万全を期すと と も に、 厳粛
な中にも 明る い雰囲気で火葬が行える よ う に、
構造、 設備に創意工夫が凝ら さ れている 。 特に、

昭和 13 年２ 月１ 日 

2 面積（ ㎡）  

37,010.92 

3 位置 

江戸川区春江町三丁目 26 番１ 号

4 交通 

都営新宿線「 瑞江駅」 徒歩 13 分
Ｊ Ｒ 総武線「 小岩駅」 京成バス （ 西駅行）
（ 瑞江駅行）「 春江町二丁目」 徒歩１ 分 
東京メ ト ロ 東西線「 葛西駅」 京成バス（ 小
岩駅行）「 瑞江斎場」  

5 火葬件数（ 件）

令和 5 年度実績         7,419

染
井
霊
園 

（ 以下次頁につづく ）

葛
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瑞
　
江
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所

公園の名称等 沿革と その特徴 

6 文化財等の指定 周囲の景観と 調和する よ う に、 火葬場のイ メ ー
ジそのも のと いえる 煙突を 設けないなどの配慮
がなさ れている 。   
 当葬儀所では、 静粛な雰囲気を保つために一
日の受付件数を 25 件に制限し ている 。 ま た、 当
所で火葬する 場合は、 火葬ま での間、 柩を 保管
する 業務も 行っ ている 。 ま た、 夜間も 含めて電
話によ る 受付を 行ったり 、 それま で仏式風だっ
た祭壇を平成 11 年７ 月に無宗教型の祭壇へと リ
ニュ ーアルする など、 サービ ス の向上を図っ て
いる 。  
 現在、 新施設の整備を進めている 。  

なし  

7 施設の概要 

建築面積 4,325.20 ㎡ 
 鉄骨鉄筋コ ンク リ ート 造２ 階建 
式場（ 告別焼香斎場）  270 ㎡ 
火葬室 1,121.9 ㎡ 
 火葬炉 20 基（ ロ ス ト ル式）  
 １ 日最大 25 体使用 
収骨室 ３ 室（ １ 室 42 ㎡）  
柩保管室 ８ 体保管可能 
 （ １ 柩２ m ×61cm ×45cm 以内）  
控室  10 室（ １ 室 29.25 ㎡） ロ ビー294 ㎡
    全館冷暖房、 放送設備完備 
駐車場 収容台数 約 75 台 
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 ④ 主な公園内施設 

公園の名称等 沿革と その特徴 

日

 比

 谷

 公

 園

 大

 音

 楽

 堂
（
日
比
谷
公
園
内
）

 

1 開設 大正 12 年７ 月に開設さ れた大音楽堂は、我が
国最初の本格的野外音楽堂と いわれ、 同年９ 月
の関東大震災によ り 娯楽施設の壊滅し た市内に
あって、 当時のすさ んだ市民生活に健全な娯楽
を与える 場と なった。  
 その後、 音楽会、 舞踊、 野外劇その他各種行
事に利用さ れていたが、 第二次世界大戦たけな
わと なった昭和 18 年から 一時休館し ていた。  
 戦後は、 日比谷公会堂と と も に進駐軍に接収
さ れていたが、 昭和 25 年 10 月の接収解除後改
修を行ない、昭和 29 年９ 月に二代目音楽堂と し
て再開さ れた。  
 再開後は、 コ ンサート 、 舞踊、 集会等に利用
さ れてき たが、 最近は大出力の音響装置を使用
する 各種コ ンサート 等がさ かんに行なわれる よ
う になった。  
 コ ンサート 等の多く は、 高出力のアンプに多
数の高性能ス ピ ーカーを組み合わせて大音量を
発生し 、 付近の官庁管理者や公園散策者から 苦
情が多く 寄せら れる よ う になっ たこ と から 、 こ
れら の利用は４ 月から 10 月ま での土曜・ 日曜・
祝日に限り 使用でき る こ と と し てき たが、 令和
４ 年３ 月よ り 通年の土曜・ 日曜・ 祝日に拡大す
る 試行を行っている 。  
 なお、 現在の施設は、 昭和 57 年８ 月から 休園
し 、 (財)日本宝く じ 協会から の寄贈によ り 、 全面
的な改修工事を実施し 、同 58 年８ 月に完成し た
も のである 。  
 今後、 老朽化等に伴う 再整備のため、 令和７
年 10 月以降の使用休止を予定し ている 。  
 

大正 12 年７ 月 

2 位置 

千代田区日比谷公園１ 番５ 号 

3 交通 

Ｊ Ｒ ・ 東京メ ト ロ 有楽町線「 有楽町駅」 徒
歩 15 分 
東京メ ト ロ 丸の内線、千代田線「 霞ヶ 関駅」
徒歩３ 分 
東京メ ト ロ 日比谷線「 日比谷駅」 徒歩３ 分

4 施設の概要 

敷地面積     5,700 ㎡ 
 客席 
  椅 子席    2,669 席 
う ち身体障害者用  ５ 席 
  立 見席    450 席 
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公園の名称等 沿革と その特徴 

第

 五

 福

 竜

 丸

 展

 示

 館

 （
夢

 の

 島

 公

 園

 内
）

 

1 開設 本展示館には、 昭和 29 年（ 1954 年） ３ 月１ 日
に太平洋マーシャ ル諸島のビキニ環礁において
水爆実験によ る 被害を 受けた木造のマグロ 漁船
「 第五福竜丸」 及びその付属品、 並びにこ れら
に関する 資料を展示し てある 。  
 こ こ に展示し てある 漁船は、 昭和 22 年（ 1947
年） に和歌山県で建造さ れたも ので、 始めはカ
ツオ漁船だったが、 後にマグロ 漁船に改造さ れ、
遠洋漁業で活躍し た。 上記の被爆後は改造さ れ、
東京水産大学の練習船と し て活躍し たが、 昭和
42 年(1967 年)に廃船と なったも のである 。  
 第五福竜丸は、船体の木材の腐朽が進み、個々
の部材は木材と し ての強度を殆ど 失っ ている の
で、 昭和 58 年度に応急手当を、 同 59 年度に船
体の保存に関する 調査を、 同 60 年度に保存工事
を行なっ た。 ま た、 平成９ 年度に船体調査を 実
施し た後に平成10 年度に船体保存工事を行なっ
た。  
 なお、 平成８ 年 12 月に第五福竜丸のエンジン
が海底から 引き 上げら れ、 平成 10 年１ 月にこ の
エンジンの船体がある 夢の島公園内に展示し て
欲し い旨の要望が市民運動と し て起こ り 、 東京
都に要請書の提出があった。  
 平成 10 年２ 月には、 都知事がエンジンを受け
入れる と いう 基本方針を決定し 、 夢の島公園内
に保存する こ と と なった。  
 エンジンは、 腐食が進んでいたために、 脱塩
と 防錆等の保存処理を行い、 平成 12 年度に夢の
島公園内の第五福竜丸展示館の横に展示公開さ
れた。  
 平成 30 年度には、 展示館の建物について、 大
規模改修工事を行い、 平成 31 年４ 月にリ ニュ ー
アルオープンし た。  
 

昭和 51 年４ 月１ 日 

2 位置 

江東区夢の島２ －１ －１  

3 交通 

Ｊ Ｒ 京葉線・ 東京メ ト ロ 有楽町線・ 臨海高
速鉄道り んかい線「 新木場駅」 徒歩 13 分
東京メ ト ロ 東西線「 東陽町駅」 都営バス 新
木場行、若洲海浜公園行「 夢の島」徒歩５ 分

4 施設の概要 

構  造 鉄骨造２ 階 
     建 変形コ ノ イ ド 曲線で構成 
建築面積 798.1 ㎡ 
延床面積 802.5 ㎡ 
入館時間 原則と し て午前９ 時 30 分から
     午 後４ 時ま で 
休 館 日 毎週月曜日 
     （ 月曜日が祝日等の場合は、  
     そ の翌日）  
     年 末年始 
     （ 12月29日から 翌１ 月３ 日ま で）
入 館 料 無料 
※日常の管理は、（ 公財） 第五福竜丸平和
協会に委託し ている 。  
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公園の名称等 沿革と その特徴 

夢

 の

 島

 熱

 帯

 植

 物

 館

 （
夢

 の

 島

 公

 園

 内
）

 

1 開設 本園は、 熱帯植物を 庭園的に展示する こ と に
よ り 、 都民に楽し みながら 植物に親し み、 レ ク
リ ェ ーショ ンの場と と も に学習の場を提供し 、
併せて都市緑化思想と 自然保護思想の普及啓発
を図る こ と を 目的と し て、 夢の島公園内に開館
し た。  
 当植物管内は、 木生シダ、 ダイ オウ ヤシ、 オ
ウ ギバショ ウ 、 バンノ キ、 バナナが特に目に付
く 植物で、 こ れら の植物を熱帯の環境におく た
め、 隣接する 新江東清掃工場から 熱供給を受け
ている 。  
 
 
 

昭和 63 年 11 月 19 日 

2 位置 

江東区夢の島２ －１ －２  

3 交通 

Ｊ Ｒ 京葉線・ 東京メ ト ロ 有楽町線・ 臨海高
速鉄道り んかい線「 新木場駅」 徒歩 15 分 
東京メ ト ロ 東西線「 東陽町駅」 都営バス 新
木場行、 若洲キャ ンプ場行「 夢の島」 徒歩
７ 分 

4 施設の概要 

延床面積         約 4,300 ㎡
大温室          約 1,500 ㎡ 
             高さ 約 28m  
イ ベント ホール       約 320 ㎡ 
映像ホール         約 150 ㎡ 
情報ギャ ラ リ ー       約 230 ㎡ 
植物の種類        約 2,000 種類 
う ち大温室内        約 800 種類 
開園時間  午前９ 時 30 分から 午後５ 時 
      ま で（ 入館は午後４ 時ま で）  
休館日          毎 週月曜日 

（ 月曜日が祝日等の場合はその翌日）  
              年 末年始 
   （ 12 月 29 日から 翌１ 月３ 日ま で）  
入館料（ 一人あたり ）  
  一 般          2 50 円 
  6 5 歳以上        120 円 
  中 学生         1 00 円 
小学生以下と 都内在住在学の中学生は無料
20 人以上の団体は２ 割引 

公園の名称等 沿革と その特徴 

蘆

 花

 記

 念

 館
（
蘆
花
恒
春
園
内
）

 

1 開設  文豪徳富蘆花が生前所有し ていた多数の品々
を保存する 施設で、 徳富蘆花の研究に欠く こ と
ができ ない貴重なも のである 。  
 こ のほか、 徳富蘆花が使用し ていた母屋、 梅
花書屋・ 秋水書院の中は家具など をそのま ま 展
示し て、 内外から 鑑賞でき る 。  
 なお、こ れら の建築物は老朽化が著し いため、
昭和 58 年度を初年度と し て３ ヵ 年で改修し た。

 

昭和 35 年４ 月１ 日 

2 位置 

世田谷区粕谷一丁目 

3 交通 

京王線「 芦花公園駅」 徒歩 15 分
小田急線「 千歳船橋駅」 京王バス 千歳烏山
行「 蘆花恒春園」 徒歩７ 分 

4 施設の概要 

構  造 鉄筋コ ンク リ ート 造平屋建
延床面積 170.93 ㎡ 
入館時間 午前９ 時から 午後４ 時ま で 
休 館 日 なし  
     た だし 、 年末年始及び記念館・
     旧 宅内の整理、 陳列替等で必要
     な 場合を除く 。  
入 館 料 無料 
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⑶ 動物園等 

動物園等（ ４ 園）  面積  949,145.30 ㎡ （ う ち無料開園区域 78,649.05 ㎡（ 七生公園区域））  

公園の名称等 沿革と その特徴 

恩

 賜

 上

 野

 動

 物

 園 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
明治 15 年３ 月 20 日、 農商務省博物局所管の

博物館付属施設と し て開園し た日本初の動物
園。 明治 19 年、 宮内省に移管さ れ、 大正 13 年、
昭和天皇のご成婚を記念し て東京市に下賜さ れ
た。 昭和に入り 、 次々と 動物の収集展示が行わ
れた。第二次大戦末期（ 昭和 18 年） には、ゾウ ・
ト ラ・ ラ イ オンなど 27 頭の猛獣処分命令が下さ
れる と いう 悲し い出来事があっ た。 戦後は、 昭
和 23 年に「 こ ど も 動物園」「 お猿の電車」 など
が開設さ れ、 昭和 24 年には、 子ども たちが待ち
望んでいたゾウ （ タ イ から 花子・ イ ンド から イ
ンディ ラ ） が贈ら れた。 贈ら れたゾ ウ は移動動
物園の主役と し て日本各地を 巡り 、 大歓迎を 受
けた。 その後、 園の拡張・ 展示動物の充実がす
すめら れ、 昭和 32 年、 東園・ 西園を結ぶモノ レ
ールが開通、 昭和 39 年、 不忍池西側に水族館が
開館し た。 昭和 47 年、 日中国交回復を記念し て
ジャ イ アント パンダ２ 頭（ カンカン、 ラ ンラ ン）
が贈ら れた。 パン ダの人気は絶大で、 入園者数
は急増、 昭和 49 年度には約 765 万人も の人が動
物園を訪れ、 水族館の入園者を含める と 922 万
人を超える 利用者があった。  
 近年、 動物園の役割の中で、 希少動物の「 種
の保存」 が着目さ れ、 東京都の動物園も 希少動
物の繁殖に本格的に取り 組むこ と になった。 平
成８ 年に全面公開し た「 ゴリ ラ ・ ト ラ の住む森」
は生態的展示施設で、 産室など 十分なバッ ク ヤ
ード を 備え ており 、 ゴ リ ラ の本格的な 群れ飼
育・ 繁殖をめざし た施設である 。 その後、「 ゾウ
のすむ森」（ 平成 16 年）、「 ク マたちの丘」（ 平成
18 年）「 アイ アイ のすむ森」（ 平成 21 年） が公開
さ れ、 それぞれの施設で動物の豊かな行動を 観
察でき る 。 平成 23 年には展示提案によ る「 ホッ
キョ ク グマと アザラ シの海」 が完成し た。 ま た、
平成20 年度以降はジャ イ アント パンダが不在と
なっ たが、 中国と の繁殖協働プロ ジェ ク ト に基
づき ２ 頭のジャ イ アント パンダが来園、 平成 23
年度から 一般公開が再開さ れた。 平成 27 年から
は環境省・ 文部科学省・ 農林水産省のラ イ チョ
ウ 保護繁殖計画のも と 、 ラ イ チョ ウ の卵を 受け
入れ、 平成 28 年には採取し た４ 卵すべての孵
化・ 成育に成功し た。 翌年には成長し た個体間
での飼育下繁殖にも 成功し ている 。 平成 28 年に
は老朽化し た動物病院と 検疫施設を 集約・ 高度
化し た「 動物医療セン タ ー」 が完成し 、 園内に
最先端の医療施設を備える こ と と なった。  
 平成 29 年度は、 ジャ イ アント パンダ（ シンシ
ン） の出産と 子ど も （ シャ ン シャ ン ） の一般公
開、 子ど も 動物園すてっぷ及び弁天門のリ ニュ
ーアルオープン等、 大き な出来事が続き 、 ６ 年
ぶり に入園者数が 450 万人を超えた。  

車両の老朽化のため、 モノ レ ールが令和元年
10 月末に運行を休止し た。  

令和２ 年２ 月に東園無料休憩所（ さ る やま キ

―― 

2 開園年月日 

明治 15 年３ 月 20 日 

3 面積（ ㎡）  

145,173. 03 

4 位置 

台東区上野公園

5 交通 

■表  門： JR「 上野駅」（ 公園口）徒歩５ 分
■弁 天 門： JR「 上野駅」（ 不忍口）徒歩５ 分
      京成電鉄「 上野駅」 徒歩４ 分
      東京メ ト ロ 銀座線・ 日比谷線
      「 上野駅」 徒歩８ 分 
      都 営大江戸線「 上野御徒町

駅」 徒歩 10 分 
■池之端門： 東京メ ト ロ 千代田線「 根津駅」
      徒歩５ 分 

6 入園料 

一  般     6 00 円 
中 学 生    200 円 
65 歳以上    300 円 
（ 小学生以下及び都内在住・ 在学の中学生
は無料）  

7 主な施設 

モノ レ ール ※運行休止中 

8 文化財等の指定

旧寛永寺五重塔（ 国指定重要文化財（ 建造
物））  

 

（ 以下次頁につづく ）
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公園の名称等 沿革と その特徴 

ッ チン） が利用を 開始し 、 ９ 月には西園に「 パ
ンダのも り 」 が公開さ れた。 10 月 31 日には、 上
野動物園で初めてアジアゾウ が出産し 、 オス の
「 アルン」 が誕生し た。  

令和３ 年 6 月 23 日には、 上野動物園で初め
て双子のジャ イ アント パンダ「 シャ オシャ オ（ オ
ス ）」 と 「 レ イ レ イ （ メ ス ）」 が誕生し た。  

令和３ 年７ 月に、 ク レ ジッ ト カード によ る 入
場券の事前決済オン ラ イ ン チケ ッ ト を 導入し
た。  
 
【 近年の取組等】  

双子のジャ イ アン ト パン ダ、 シャ オシャ オと
レ イ レ イ は順調に成長し 、 令和５ 年３ 月 19 日に
親離れし て２ 頭のみで暮ら し 、 体が大き く なっ
たため、 ４ 月 16 日から は２ 頭を別々に展示し て
いる 。 ７ 月 7 日から は健康管理のため、 ハズバ
ン ダリ ート レ ーニングを 開始し 、 採血に成功し
た。  

ス マト ラ ト ラ が 26 年ぶり に４ 月と 12 月の２
回の繁殖で計５ 頭が誕生し 、 ４ 頭が成育し てい
る 。  

令和５ 年９ 月 24 日の「 世界ゴリ ラ の日」 にお
いては、 野生のゴリ ラ の減少理由の一つである
レ アメ タ ル採掘の問題について、 ゴリ ラ を 飼育
し ている 国内全ての動物園と 連携し て教育普及
イ ベント を 開催する と と も に、 レ アメ タ ルを 含
む電化製品をリ サイ ク ルでき る 回収ボッ ク ス を
設置し た。  

公園の名称等 沿革と その特徴 

葛

 西

 臨

 海

 水

 族

 園 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 明治 15 年９ 月、 日本で最初の水族館「 観魚室
（ う おのぞき ）」 が上野動物園内に開設さ れた。
当初は淡水魚を 展示する 水族館であっ たが、 開
園 70 周年記念事業の一環と し て海水水族館が昭
和 27 年に新設さ れた。  
 その後、 開園 80 周年記念事業の一環と し て上
野動物園水族館が計画さ れ、 昭和 39 年 10 月に
再度新設さ れた。 こ こ には、 両生類・ 爬虫類や
水生無脊椎動物の展示や、 大水槽の展示に初め
てアク リ ル樹脂を 使用する など 、 様々な試みが
用いら れ成功し た。  
 上野動物園開園 100 周年記念事業と し て臨海
水族園建設構想を策定し 、 昭和 62 年に葛西臨海
水族園建設工事が着工さ れた。 ２ 年２ か月の工
事期間を 経て平成元年５ 月下旬に工事が完了し
た。 本館は地上３ 階建てで、 最高部地上 30.7m
の大き なガラ ス ド ームが特徴である 。 平成元年
10 月 10 日に開園し た。  
 館内では、「 世界の海」 や「 東京の海」 など の
エリ アで、600 種を超える 海の生き 物が常設展示
さ れている 。 特に、 ド ーナツ 型大水槽（ 2,184t）
での、 ク ロ マグロ 等の回遊魚の展示は圧巻であ
る 。 波が打ち寄せる 関東の磯を 再現し た「 渚の
生物」、 その隣には「 し おだま り 」 水槽を設け、
間近で観察でき る よ う になっている 。  
 平成 27 年３ 月から 、 来園が困難な方を対象に

―― 

2 開園年月日 

平成元年 10 月 10 日 

3 面積（ ㎡）  

85,958.90 

4 位置 

 江戸川区臨海町六丁目 

5 交通 

Ｊ Ｒ 京葉線「 葛西臨海公園駅」 徒歩５ 分 
東京メ ト ロ 東西線「 葛西駅」、「 西葛西駅」
よ り 都バス （ 葛西臨海公園行）「 葛西臨海
公園」 徒歩５ 分 
水上バス （ 東京水辺ラ イ ン）「 葛西臨海公
園」 徒歩 10 分 

6 入園料 

一 般    700 円 
中学生    250 円 
65 歳以上   350 円 
（ 小学生以下及び都内在住・ 在学の中学生
は無料）  

7 主な施設 

レク チャ ールーム 
情報資料室 

恩

 賜

 上

 野

 動

 物

 園 

葛

葛

葛

葛
葛 葛

葛

葛
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公園の名称等 沿革と その特徴 

アク アシアタ ー（ 大水槽）  移動水族館事業を新たに開始し た。  
令和３ 年７ 月に、 ク レ ジッ ト カード によ る 入

場券の事前決済オンラ イ ンチケッ ト を導入し た。
令和６ 年５ 月、 新水族園の工事開始に向けた

仮囲い設置に伴い「 水辺の自然」 エリ アを 閉鎖
し た。  
 
【 近年の取組等】  

ひなが生ま れにく い飼育下のミ ナミ イ ワ ト ビ
ペンギンについて、 繁殖環境を改善する こ と で、
受精率を約 40％から 60％に向上さ せ、 令和５ 年
の繁殖シーズンには、 ４ 羽の繁殖に成功し た。

令和５ 年 10 月、 オース ト ラ リ アのダーウ ィ ン
において、 約４ 年ぶり と なる ナーサリ ーフ ィ ッ
シュ の自家採集を行った。  

令和５ 年 11 月４ 日、 累計入園者数が 6,000 万
人を達成し た。 6,000 万人目と なった来園者には
園長から 記念品を 贈呈する と と も に、 ガラ ス ド
ーム内でセレ モニーを実施し た。  

8 文化財等の指定

なし  

 

公園の名称等 沿革と その特徴 

多

 摩

 動

 物

 公

 園

 

1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 郊外の広い敷地における 無柵放養式と 豊かな
自然環境の中で動物の保護増殖を推進する こ と
を基本と し た新動物園建設は、昭和 31 年１ 月 23
日、 都立多摩丘陵自然公園内で始ま り 、 昭和 33
年５ 月５ 日の「 こ ども の日」 を 期し て開園さ れ
た。  
 開園当時は、飼育動物 130 種、550 余点のほか
魚類が若干展示さ れていたが、 来園者の要望に
応える べく 、 昭和 36 年に既設区域の北側に約
15ha 拡張し てラ イ オン園を含むアフリ カ園を開
園し た。 ま た、 同じ 昭和 36 年には、 当時世界で
も 例の少ない昆虫園を開設、 昭和 39 年には世界
に先駆けてサフ ァ リ 形式のラ イ オン バス の運行
を開始し た。 昭和 59 年にはオース ト ラ リ アから
２ 頭のコ アラ が来園し 、 爆発的なコ アラ 人気を
生んだ。  
 平成 10 年度から 、 隣接地に「 七生公園区域」
を整備し 、 程久保地区を平成 12 年６ 月に、 南平
地区を平成 13 年６ 月に開園（ 無料・ 制限公開）
し た。 園内の飼育施設は平成３ 年度以降、 大規
模改造を 進めており 、 オラ ン ウ ータ ンのス カイ
ウ ォ ーク 、 モウ コ ノ ウ マやオオカミ を 展示する
「 アジアの平原」、 アジアゾウ 飼育施設の「 アジ
アゾウ のすむ谷」、 ラ イ オン園などを整備し た。
現在はサバンナエリ アを再整備中である 。  
 動物の保全活動では、 二ホンコ ウ ノ ト リ が昭
和 63 年に初めて繁殖し て以来、 毎年繁殖に成功
し ている 。 平成 19 年に佐渡ト キ保護センタ ーか
ら 受け入れて非公開で飼育し ている ト キも 平成
20 年以降順調に産卵と 孵化がみら れ、 成長し た
雛は佐渡ト キ保護セン タ ーに移送し て多く が放
鳥さ れている 。 ま た、 オース ト ラ リ ア連邦タ ス
マニア州政府の取り 組むタ ス マニアデビル分散
飼育プロ グラ ムへの参画によ り 、 平成 28 年５ 月
にタ ス マニアデビル２ 頭が来園し た。（ ２ 頭は、

昭和 32 年 12 月 21 日 
平成２ 年７ 月６ 日（ 64.60ha）  

2 開園年月日 

昭和 33 年５ 月５ 日 

3 面積（ ㎡）  

602,513.37 

4 位置 

日野市程久保六・ 七丁目、 南平八丁目

5 交通 

京王線・ 多摩モノ レール「 多摩動物公園駅」
徒歩１ 分 

6 入園料 

一  般    6 00 円 
中 学 生   200 円 
65 歳以上   300 円 
（ 小学生以下及び都内在住・ 在学の中学生
は無料）  

7 主な施設 

シャ ト ルバス  

8 文化財等の指定

なし  

（ 以下次頁につづく ）
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公園の名称等 沿革と その特徴 

令和５ 年 1 月と 10 月に死亡）。  
 平成17 年から オガサワ ラ シジミ の飼育に取り
組み、 平成 28 年に園内施設を使用し た交尾に成
功し 方法を確立し た。 翌 29 年以降、 １ 年以上の
継続し た累代飼育を重ねてき たが、 令和２ 年春、
個体の有精卵率が急激に低下し 、 繁殖が困難と
なり 、 同年８ 月 25 日全ての個体が死亡、 生息域
外個体群の繁殖が途絶し た。  

令和元年度は、 野生生物保全セン タ ーの工学
的技術の活用等で、 ８ 年ぶり にコ アラ が誕生し 、
ま た、コ アラ 来園 35 周年記念イ ベンを開催し た。

令和３ 年３ 月に札幌市円山動物園と 、「 動物
（ ゾ ウ ） に関する 教育研究活動の拡充に向けた
連携・ 協働に関する 協定」 を 締結し た。 ま た、
７ 月には広い運動場と 大き な屋内施設を備えた
「 アジアゾ ウ のすむ谷」 が公開さ れ、 ラ イ オン
バス ス テーショ ンと 放飼場の改築工事のために
平成 28 年３ 月から 休止し ていたラ イ オンバス
の運行も 再開し た。 ま た、 ク レ ジッ ト カード に
よ る 入場券の事前決済オンラ イ ンチケッ ト を 導
入し た。  
 
【 近年の取組等】  

当園と 東京動物園協会野生生物保全セン タ
ー、 岐阜大学と の共同研究で実施し た、 ゴール
デンタ ーキンの糞中の性ホルモン代謝物の濃度
を 長期に渡る モニタ リ ングについて発表し た論
文が国際ジャ ーナルに掲載さ れた。  

令和６ 年２ 月、 新たにタ ス マニアデビ ル２ 頭
が来園し た。 こ の記念イ ベント と し て、 現地で
の保全活動や保護施設での職員研修に関する ス
ペシャ ルト ーク やパネル展示などを実施し た。

令和６ 年３ 月、 ス イ ス から タ イ リ ク オオカミ
のメ ス が来園し た。 新たな群れの形成を目指し
た取組を進めている 。

公園の名称等 沿革と その特徴 

井

 の
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 自

 然
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1 計画決定 【 沿革・ 特徴】
 昭和９ 年５ 月、 井の頭恩賜公園内の中之島に
小動物園が開園さ れ、 昭和 11 年には我が国初の
淡水水族館を開設し た。  
 昭和 17 年５ 月 17 日に、 こ の小動物園と 御殿
山地区の自然生態園地区を併せて「 東京市井の
頭恩賜公園自然文化園」 と し て開園し た。「 行楽
の間に自然科学知識の普及向上に寄与する 」 と
いう 大テーマの下、 大放飼場を 中心に動物舎・
小禽舎や資料陳列館など が整備さ れ、 動植物を
始め総合的な野外博物館と し ての性格を持つ施
設にし た。  
 戦中、 戦後の混乱期を経た昭和 22 年「 東京都
井の頭自然文化園」 と 改称。 動物施設の充実が
図ら れる 一方、 ス ポーツ ラ ンド （ 遊園地） や水
生物館の設置、 北村西望氏の彫刻作品を展示す
る 彫刻園の開設、 植物園的整備を進めてき た。
 アカマツ 林の中に動物達が自由に生息する 武
蔵野ハビ タ ッ ト 、 野鳥の森、 ニホンリ ス を 間近
に観察出来る リ ス の小径（ こ みち）、 テンジク ネ

―― 

2 開園年月日 

昭和 17 年５ 月 17 日 

3 面積（ ㎡）  

115,500.00 

4 位置 

武蔵野市御殿山一丁目、  
三鷹市井の頭四丁目 

5 交通 

Ｊ Ｒ 中央線・ 総武線・ 京王井の頭線「 吉祥
寺駅」 徒歩 10 分 

6 入園料 

一  般    4 00 円 
中 学 生   150 円 
65 歳以上   200 円 
（ 小学生以下及び都内在住・ 在学の中学生
は無料）  

（ 以下次頁につづく ）
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公園の名称等 沿革と その特徴 

7 主な施設 ズミ の触れ合いコ ーナーを 始め、 日本産動物の
飼育展示、 武蔵野の面影を 伝える アカマツ ・ イ
ヌ シデ等の雑木林、 山野草、 シャ ク ナゲ、 ツ バ
キなどの植物展示、 淡水魚や水に関連する 動植
物の展示・ 保護増殖などを 行い、 多く の都民に
親し ま れてき た。  
 アムールヤマネコ の繁殖実績が評価さ れ、 国
の天然記念物ツ シマヤマネコ の飼育下繁殖事業
の域外施設に選定さ れ、 現在、 雄 3 頭雌 5 頭を
飼育し ている 。  
 平成 25 年６ 月、 熱帯鳥温室が耐震上の関係で
閉鎖し 、 仮設オオコ ウ モリ 舎がオープンし た。
 平成 28 年５ 月、 アジアゾウ（ ♀はな子） が 69
歳で死亡し た。  

平成 29 年５ 月にユーラ シアカワ ウ ソ 、平成 30
年 11 月にニホンイ ノ シシ２ 頭が来園し た。  

令和３ 年 11 月にソ ウ ル大公園（ 韓国） から ア
ムールヤマネコ（ オス 、 メ ス ） ２ 頭を 19 年ぶり
に搬入し た。  

令和３ 年７ 月に、 ク レ ジッ ト カード によ る 入
場券の事前決済オン ラ イ ン チケ ッ ト を 導入し
た。  
 
【 近年の取組等】  

令和５ 年７ 月、 絶滅危惧種のミ ゾ ゴイ が誕生
し 、 当園では初めて３ 羽を 育成する こ と に成功
し た。 ま た、 当園が協力する 環境省のト ゲネズ
ミ 類生息域外保全事業に関し 、 令和５ 年度にア
マミ ト ゲネズミ の当園初繁殖に成功し た。  

令和５ 年 12 月、 動物福祉に配慮し たふれあい
プロ グラ ム「 こ んにちはモルモッ ト 」 を開始し
た。 新たにイ ンタ ーネッ ト によ る 事前予約を 導
入し 、 サービス を向上し た。  

令和５ 年 10 月の夜間開園「 ちょ っと おでかけ 
秋の夜長の自然文化園」 の広報活動に関し 、 政
策企画局主催の第１ 回「 伝わる 広報大賞」 にお
いて、 令和６ 年２ 月にク リ エイ ティ ブ賞（ 静止
画部門） を受賞し た。  

童心居（ 集会場: 8 人）  
資料館（ 集会場:30 人）  
彫刻園 

8 文化財等の指定

なし  
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第４ 　 管内の文化財

（ 文化財の定義）　 文化財保護法第２ 条（ こ の法律で「 文化財」 と は、 次に掲げる も のをいう 。）

１ ． 建造物、 絵画、 彫刻、 工芸品、 書跡、 典籍、 古文書その他の有形の文化的所産で我が国にと

つて歴史上又は芸術上価値の高いも の（ こ れら のも のと 一体をなし てその価値を形成し ている

土地その他の物件を含む。） 並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料（ 以下「 有

形文化財」 と いう 。）

２ ． 演劇、 音楽、 工芸技術その他の無形の文化的所在で我が国にと つて歴史上又は芸術上価値の

高いも の（ 以下「 無形文化財」 と いう 。）

３ ． 衣食住、 生業、 信仰、 年中行事等に関する 風俗慣習、 民俗芸能、 民俗技術及びこ れら に用い

ら れる 衣服、 器具、 家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠く こ と のでき な

いも の（ 以下「 民俗文化財」 と いう 。）

４ ． 貝づか、 古墳、 都城跡、 城跡、 旧宅その他の遺跡で我が国にと つて歴史上又は学術上価値の

高いも の、 庭園、 橋梁、 峡谷、 海浜、 山岳その他の名勝地で我が国にと つて芸術上又は観賞上

価値の高いも の並びに動物（ 生息地、 繁殖地及び渡来地を 含む。）、 植物（ 自生地を 含む。） 及

び地質鉱物（ 特異な自然の現象の生じ ている 土地を 含む。） で我が国にと つて学術上価値の高

いも の（ 以下「 記念物」 と いう 。）

５ ． 地域における 人々の生活又は生業及び当該地域の風土によ り 形成さ れた景観地で我が国民の

生活又は生業の理解のため欠く こ と のでき ないも の（ 以下「 文化的景観」 と いう 。）

６ ． 周囲の環境と 一体をなし て歴史的風致を形成し ている 伝統的な建造物群で価値の高いも の（ 以

下「 伝統的建造物群」 と いう 。）

【 当事務所が管理する 公園等に存する 文化財のう ち、 国・ 都によ り 指定さ れた主なも の】

１ 　 国の特別名勝（ 及び特別史跡） ま たは名勝 ( 及び史跡 ) に指定さ れている 庭園

（ 1）　 旧浜離宮庭園（ 浜離宮恩賜庭園： 特別名勝及び特別史跡）

（ 2）　 小石川後楽園（ 特別史跡及び特別名勝）

（ 3）　 六義園（ 特別名勝）

（ 4）　 旧芝離宮庭園（ 旧芝離宮恩賜庭園： 名勝）

（ 5）　 向島百花園（ 名勝及び史跡）

（ 6）　 旧古河氏庭園（ 旧古河庭園： 名勝）

２ 　 国の史跡

（ 1）　 品川台場（ 第三台場（ 台場公園） 、 第六台場（ 未開園地） ）

３ 　 国の天然記念物

（ 1）　 三宝寺池沼沢植物群落（ 石神井公園）
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４ 　 国の重要文化財（ 建造物）

（ 1）　 旧岩崎家住宅（ 庭園と する 敷地も 指定）（ 旧岩崎邸庭園）

（ 2）　 旧寛永寺五重塔（ 恩賜上野動物園）

５ 　 都の名勝に指定さ れている 庭園

（ 1）　 清澄庭園

７ 　 都の天然記念物

（ 1）　 水元のオニバス （ 水元公園）

６ 　 都の史跡（ 墓所は省略）

（ 1）　 徳冨蘆花旧宅（ 蘆花恒春園）

（ 2）　 天王寺五重塔跡（ 谷中霊園）

（ 2）　 練馬城跡（ 練馬城址公園）

（ 3）　 大宮遺跡（ 和田堀公園）

（ 4）　 芝丸山古墳（ 芝公園）

（ 5）　 茂呂遺跡（ 城北中央公園）

（ 6）　 石神井城跡（ 石神井公園）

８ 　 都の有形文化財（ 建造物）

（ 1）　 旧日比谷公園事務所（ 日比谷公園）  

（ 2）  市政会館及び日比谷公会堂（ 日比谷公園）

９ 　 都の旧跡（ 墓所は省略）

（ 1）　 徳丸ヶ 原（ 赤塚公園）
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付　 　  表

1 　  有料施設の概要

　 　（ 1）　 入　 園　 料

　 　（ 2）　 使　 用　 料

2 　  年度別有料施設利用状況

3 　  開園（ 管理） 面積調書

4 　  管内公園所在地一覧
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１ 　 有料施設の概要

（ 1）　 入　 園　 料

（ 2）　 使　 用　 料

ア　 競技場

公園名 種別
金額

休園日 開園時間 備　 考
個人 団体

浜離宮恩賜庭園
小石川後楽園
六義園

一般及び
中学生

300円

20人 以 上 は
左 記 金 額 の
８ 割の額

（ 10円未満切
り 捨て）

12月29日 か
ら １ 月１ 日

（ 向島百花園
に ついて は

、
12月29日 か
ら １ 月３ 日
ま で）

午 前 ９ 時 か
ら 午後５ 時

（ 入園は、 午
後 ４ 時30分
ま で）

●小学生以下・
都内在住、 在学
の中学生は無料

● み ど り の 日
（ ５ 月４ 日） 都
民の日（ 10月１
日） 入園無料

●老人週間（ ９
月15日から 21日
ま で） は、 60歳
以上と 付添者者
一名入園無料

● こ ど も の 日
（ ５ 月５ 日） は、
中学生以下入園
無料

65歳以上 150円

旧芝離宮恩賜庭園
向島百花園
清澄庭園
旧古河庭園

一般及び
中学生

150円

65歳以上 70円

旧岩崎邸庭園

一般及び
中学生

400円

65歳以上 200円

井の頭自然文化園
一般 400円

12月29日 か
ら １ 月１ 日
及び毎週月
曜日※

午 前 ９ 時30
分 か ら 午 後
５ 時

（ 入園は、 午
後４ 時ま で）

中学生 150円

65歳以上 200円

恩賜上野動物園

葛西臨海水族園

一般 600円

中学生 200円

65歳以上 300円

一般 700円

12月29日 か
ら１ 月１ 日及
び毎週水曜
日※

中学生 250円

65歳以上 350円

多摩動物公園
一般 600円

中学生 200円

65歳以上 300円

夢の島熱帯植物館

一般 250円 12月29日 か
ら １ 月３ 日
及び毎週月
曜日※

中学生 100円

65歳以上 120円

※ その日が国民の祝日に関する 法律で規定する 休日ま たは、 都民の日条例で規定する 都民の日にあたる
と き は、 その翌日

●動物園開園記
念日（ 恩賜上野
動物園３ 月20日、

10月10日、多摩
動物公園５ 月５
日、 井の頭自然
文化園５ 月17日）
は、 入園無料

公園名 使用料 夜金 間照明料金

代々木公園
（ 400m ト ラ ッ ク ）

○９ 時から 12時ま で
・ 都内小、 中学校
・ その他
・ 運動会
○13時から 17時ま で
・ 都内小、 中学校
・ その他
・ 運動会
○18時から 21時ま で
・ 都内小、 中学校
・ その他
・ 運動会

9,300円
23,000円
28,800円

13,000円
31,600円
44,600円

9,300円
23,000円
28,800円

一回
（ １ 時間以内）

1,500円

舎人公園
（ 400m ト ラ ッ ク ）

葛西臨海水族園
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公園名 使用料 夜金 間照明料金

夢の島公園
（ 400m ト ラ ッ ク ）

和田堀公園
（ 300m ト ラ ッ ク ）

赤塚公園
（ 300m ト ラ ッ ク ）

光が丘公園
（ 400m ト ラ ッ ク ）

大泉中央公園
（ 400m ト ラ ッ ク ）

○９ 時から 12時ま で
・ 都内小、 中学校
・ 学校及びこ れに準ずる 者
・ その他
○ 13時から 17時ま で
・ 都内小、 中学校
・ 学校及びこ れに準ずる 者
・ その他
○18時から 21時まで（ 城北中央公園、 篠崎公園）
・ 都内小、 中学校
・ 学校及びこ れに準ずる 者
・ その他

5,000円
7,200円

15,800円

6,000円
9,400円

21,600円

5,000円
7,200円

15,800円

──

──

城北中央公園
（ 400m ト ラ ッ ク ）

（ 400m ト ラ ッ ク ）

篠崎公園
（ 小野球場兼用）

一回（ １ 時間以内）
1,500円

芝公園
（ 野球場兼用）

猿江恩賜公園
（ 野球場兼用）

砧公園
（ 野球場兼用）

○９ 時から 12時ま で
・ 都内小、 中学校
・ 学校及びこ れに準ずる 者
・ その他
○13時から 17時ま で
・ 都内小、 中学校
・ 学校及びこ れに準ずる 者
・ その他
○18時から 21時ま で
・ 都内小、 中学校
・ 学校及びこ れに準ずる 者
・ その他

3,200円
4,600円

11,100円

3,900円
6,200円

14,400円

和田堀公園

○９ 時から 12時ま で
・ 都内小、 中学校
・ 学校及びこ れに準ずる 者
・ その他
○13時から 17時ま で
・ 都内小、 中学校
・ 学校及びこ れに準ずる 者
・ その他

5,900円
8,900円

19,800円

7,900円
11,900円
26,500円

3,200円
4,600円

11,100円

一回
（ １ 時間以内）

3,000円

上野恩賜公園
（ 野球場兼用）

○９ 時から 12時ま で
・ 都内小、 中学校
・ 学校及びこ れに準ずる 者
・ その他
○13時から 17時ま で
・ 都内小、 中学校
・ 学校及びこ れに準ずる 者
・ その他
○18時から 21時ま で（ 上野恩賜公園のみ）
・ 都内小、 中学校
・ 学校及びこ れに準ずる 者
・ その他

1,500円
2,200円
5,500円

1,900円
3,100円
7,400円

1,500円
2,200円
5,500円

一回
（ １ 時間以内）

1,500円

東白鬚公園
（ 小野球場兼用）

──
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イ 　 野球場

ウ 　 小野球場

公　 　 園　 　 名 規　 　 　 　 　 模
使用料金（ １ 回１ 時間以内）

休　 場　 日
平　 　 　 日 土日祝祭日 夜間照明

上 野 恩 賜 公 園 １ 面　 　（ 競技場兼用）

1,200円 1,500円

1,500円

12月31日
から

翌年１ 月３ 日

芝 公 園 ２ 面　 　（ 競技場兼用）

猿 江 恩 賜 公 園 ２ 面　 　（ 競技場兼用）

砧 公 園 ２ 面　 　（ 競技場兼用）

城 北 中 央 公 園 ２ 面

浮 間 公 園 １ 面

石 神 井 公 園 ２ 面

大 泉 中 央 公 園 １ 面

東 綾 瀬 公 園 ３ 面

舎 人 公 園 ２ 面

篠 崎 公 園　 A ２ 面

──

──

善 福 寺 川 緑 地 １ 面

赤 塚 公 園 １ 面

光 が 丘 公 園 ４ 面

高 井 戸 公 園 １ 面

篠崎公園（ 鹿骨） B ２ 面

和 田 堀 公 園 ２ （面 杉並区管理）

公　 　 園　 　 名 規　 　 　 　 　 模
使用料金（ １ 回１ 時間以内）

休　 場　 日
平　 　 　 日 土日祝祭日 夜間照明

大島小松川公園Ａ ２ 面

大島小松川公園Ｂ １ 面

（ 小サッカー場兼用）

500円 600円
12月31日

から
翌年１ 月３ 日

）用兼場技競（

（ 照明なし ）

  　　面２A　園公崎篠

東 白 鬚 公 園 ２ 面

善 福 寺 川 緑 地 １ 面

城 北 中 央 公 園 ２ 面

石 神 井 公 園　 B １ 面

１ 面 照明あり
１ 面 照明なし（ ）

1,500円
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エ　 テニス コ ート

オ　 サッ カー場

カ　 弓道場

公　 　 園　 　 名 規　 　 　 　 　 模
使用料金（ １ 回１ 時間以内）

休　 場　 日
料　 　 　 金 夜間照明

日 比 谷 公 園 ５ 面

1,300円

500円

12月31日
から

翌年１ 月３ 日

大 島 小 松 川 公 園 ４ 面

芝 公 園 ３ 面

猿 江 恩 賜 公 園 ８ 面

亀 戸 中 央 公 園 ４ 面

木 場 公 園 ６ 面

東 綾 瀬 公 園 ４ 面

城 北 中 央 公 園 ９ 面

浮 間 公 園 ４ 面

光 が 丘 公 園 ８ 面

舎 人 公 園 14面

篠 崎 公 園 ８ 面

東 白 鬚 公 園 ４ 面

──

──

──

祖 師 谷 公 園 ４ 面

善 福 寺 川 緑 地 ３ 面

赤 塚 公 園 ７ 面

汐 入 公 園 ４ 面

石 神 井 公 園 ２ 面

公　 　 園　 　 名 規　 　 　 　 　 模
使用料金（ １ 回１ 時間以内）

休　 場　 日
料　 　 　 金 夜間照明

大 島 小 松 川 公 園 小サッ カー場（ 小野球場兼用）
1,800円 1,500円

から
翌年１ 月３ 日

砧 公 園 小サッ カー場

代 々 木 公 園

高 井 戸 公 園

公　 　 園　 　 名 規　 　 　 　 　 模
使用料金（ １ 回１ 時間以内）

休　 場　 日
料　 　 金 夜間照明

旧 芝 離 宮 恩 賜 庭 園 ７ 人立 個人 140円
12月29日

から
翌年１ 月３ 日光 が 丘 公 園 16人立

個人
団体
弓矢

210円
21,600円

140円

８ 面照明あり
１ 面照明なし（ 　 　 　 　 　 　 ）

サッカー・ ラグビー・ ホッケー場

サッカー・ ラグビー場
3,600円 ──

12月31日
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キ　 音楽堂・ 野外ス テージ等

ク 　 集会場

公園名 施設名 使用料（ １ 回４ 時間以内） 休園日

日比谷公園

日比谷公会堂 閉鎖中

大音楽堂 昼間
平日

土日祝日
83,500円
158,400円

夜間
112,300円
158,400円 12月29日から

翌年１ 月３ 日
ま で及び毎週
月曜日（ 祝日等
の場合は翌日）

小音楽堂 11,100円

上野恩賜公園

野外ス テージ
15,800円

代々木公園

石神井公園 15,800円

公園名 施設名 使用料（ １ 日） 休園日

日比谷公園
第一陳列場・ 第二陳列場 8,600円 12月29日

から
翌年１ 月３ 日第三陳列場  14,400円

公園名 施設名 使用料
（ ※１ 回４ 時間以内）

収容
人員

使用時間

水元公園 涼亭

全室 3,000円 16人 ９ ： 30～12： 30
13： 00～16： 30
17： 30～20： 30

９ ： 00～12： 30
13： 00～16： 30
17： 00～20： 30

９ ： 00～12： 30
13： 00～16： 30
17： 00～20： 30

９ ： 00～12： 00
13： 00～16： 00

９ ： 00～12： 00
12： 30～16： 00

９ ： 00～16： 00

９ ： 30～16： 00

12： 30～16： 00
17： 00～20： 30

菖蒲の間 1,500円 8人

ポプラ の間 1,500円 8人

浜離宮恩賜庭園
中島の御茶屋 21,600円 40人

芳梅亭 全室 3,600円 25人

小石川後楽園 涵徳亭

全室 18,100円 115人

広間 5,800円 40人

別間 3,900円 20人

小室（ 洋間） 2,100円 15人

小室（ 日本間） 2,100円 10人

六義園
心泉亭

全室 4,800円 25人

松の間・ つつじ の間 3,600円 17人

も みじ の間 1,200円 8人

宜春亭 全室 7,400円 5人

向島百花園 御成座敷

全室 11,900円 35人

御成の間 4,500円 15人

中の間 3,700円 10人

芭蕉の間 3,700円 10人

清澄庭園
大正記念館 25,900円 150人

涼亭 5,500円 40人

蘆花恒春園
梅花書屋 貸出休止中 ※

愛子夫人居宅 1,200円 20人

井の頭自然文化園

資料館
集会場

全室 11,400円 40人

※一室 3,800円 20人

別室 3,800円 20人

童心居 2,100円 10人
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コ 　 霊園付属施設

（ 令和３ 年４ 月１ 日改定）

サ　 葬儀所

名　 　 称 種　 　 別
使用料 単　 位

金　 　 　 額

八柱霊園納骨堂 一時収蔵
１ 箇所、 ５ 年以内、

１ 年につき
1,400円

雑司ケ谷崇祖堂

短期収蔵

第一種（ 一段式）

１ 箇所、 ５ 年間

151,000円

第二種（ 一段式） 113,000円

第三種（ 一段式) 72,000円

第四種
（ 三段式）

上段 20,000円

中段 25,000円

下段 23,000円

第五種
（ 四段式）

上段 9,000円

中段 26,000円

下段 24,000円

第六種
（ 六段式）

上段 9,000円

中段 11,000円

下段 10,000円

一時収蔵
１ 箇所、 ５ 年以内、

１ 年につき
1,400円

式場（ 付属休憩所を 含む。） １ 回、 ２ 時間以内 6,400円

名　 　 称 種　 　 別

使用料

単　 　 位
金　 　 額

都民 都民外

閉鎖中

閉鎖中

瑞江葬儀所

火葬料

７ 歳以上、 一柩 59,600円 71,520円

７ 歳未満、 一柩 34,500円 41,400円

胎児、 一柩 18,400円 22,080円

改葬遺骨、 一個 25,600円 30,720円

外科手術等によ る 四肢、 一個 14,900円 17,880円

要保護者・ 公費対象者
（ ７ 歳以上）、 一柩

600円

要保護者・ 公費対象者
（ ７ 歳未満）、 一柩

500円

棺保管料 一柩（ 24時間以内） 8,210円 9,850円

控室料
一室 10,200円 12,240円

一室（ 要保護者・ 公費対象者） 5,100円

証明手数料 火葬及び焼骨分骨証明書 400円

青山葬儀所

式場・ 待合室
利用料

式場利用料
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２ 　 年度別有料施設利用状況

　 ア　 運動施設利用件数　

種　 　 別 平成30年度 平成31年度 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度

競 技 場 921件 987件 667件 658件 1,045件 868件

野 球 場 52,165件 49,963件 31,758件 45,868件 6,886件 51,110件

テ ニ ス コ ー ト 265,220件 258,576件 161,523件 253,163件 94,387件 241,223件

サ ッ カ ー 場 4,054件 4,137件 2,714件 2,912件 2,901件 5,057件

弓 道 場 22,138件 22,487件 10,470件 16,085件 23,082件 25,555件

　 イ 　 音楽堂・ 野外ス テージ等利用件数

種　 　 別 平成30年度 平成31年度 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度

日比谷公会堂 会場 ― ― ― ― ― ―

音楽堂
大 会場 247件 287件 88件 214件 423件 457件

小 会場 85件 48件 28件 60件 48件 75件

野外ス テージ 708件 698件 704件 544件 507件 790件

陳列場 69件 113件 36件 60件 77件 63件

　 ウ 　 火葬件数

名　 　 称 平成30年度 平成31年度 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度

瑞 江 葬 儀 所 7,608件 7,649件 6,878件 6,975件 7,368件 7,419件

　 エ　 有料庭園利用者数（ 上段： 有料［ 人］、 中段： 無料［ 人］、 下段： 合計人数）

名　 　 称 平成30年度 平成31年度 令和２ 年度 令和３ 年度 令和４ 年度 令和５ 年度

浜 離 宮 恩 賜 庭 園

656,404人 548,062人 127,236人 130,963人 354,508人 567,076人 

94,238人 73,304人 19,289人 16,927人 47,458人 60,112人 

750,642人 621,366人 146,525人 147,890人 401,966人 627,188人 

旧芝離宮恩賜庭園

132,087人 110,404人 31,480人 33,440人 85,623人 102,902人 

32,670人 25,217人 8,932人 8,646人 24,569人 29,579人 

164,757人 135,621人 40,412人 42,086人 110,192人 132,481人 

小 石 川 後 楽 園

298,682人 273,107人 83,619人 98,638人 231,176人 289,457人 

39,875人 36,141人 12,766人 10,686人 27,410人 32,540人 

338,557人 309,248人 96,385人 109,324人 258,586人 321,997人 

六 義 園

662,262人 530,086人 153,854人 167,497人 356,166人 371,392人 

114,691人 88,660人 27,729人 19,580人 58,655人 79,356人 

776,953人 618,746人 181,583人 187,077人 414,821人 450,748人 

向 島 百 花 園

78,722人 78,506人 32,487人 27,147人 72,321人 63,972人 

36,921人 31,650人 8,590人 10,432人 19,784人 20,224人 

115,643人 110,156人 41,077人 37,579人 92,105人 84,196人 

清 澄 庭 園

200,697人 194,976人 72,075人 84,994人 169,592人 207,466人 

42,985人 50,686人 19,118人 17,174人 29,449人 29,136人 

243,682人 245,662人 91,193人 102,168人 199,041人 236,602人 

旧 古 河 庭 園

272,390人 256,481人 87,489人 96,668人 215,669人 229,260人 

45,031人 57,395人 17,731人 18,116人 50,055人 63,795人 

317,421人 313,876人 105,220人 114,784人 265,724人 293,055人 

旧 岩 崎 邸 庭 園

136,222人 115,585人 30,796人 43,865人 108,758人 123,473人 

37,255人 36,794人 9,105人 6,337人 22,900人 30,015人 

173,477人 152,379人 39,901人 50,202人 131,658人 153,488人 

合 計

2,437,466人 2,107,207人 619,036人 683,212人 3,593,628人 1,954,998人 

443,666人 399,847人 123,260人 107,898人 280,280人 344,757人 

2,881,132人 2,507,054人 742,296人 791,110人 3,873,908人 2,299,755人 
※旧岩崎邸庭園は令和２ 年２ 月 29 日から 、 それ以外の庭園については令和２ 年３ 月28 日から 令和２ 年５ 月 31 日、

令和２ 年 12 月 26 日から 令和３ 年６ 月３ 日及び令和４ 年１ 月11 日から 令和４ 年３ 月 21 日ま で休園

※令和２ 年３ 月 28 日から 令和２ 年６ 月14 日まで及び令和３ 年３ 月８ 日から 令和３ 年５ 月11日まで休止
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オ　 有料施設利用者数（ 上段 :有料［ 人］、 中段 :無料［ 人］、 下段 :合計人数）

カ　 集会場利用件数

名　 　 称

恩 賜 上 野 動

葛 西 臨 海 水 族 園

物 園

多 摩 動 物 公 園

井の頭自然文化園

夢の島熱帯植物館

平成31年度

2,312,183人

1,167,807人

3,479,990人

441,594人

429,428人

871,022人

592,833人

675,870人

1,268,703人

428,748人

351,264人

780,012人

47,591人

27,228人

74,819人

名　 　 称

水 元 公 園
ポプラ の間

菖蒲の間

浜離宮恩賜
庭 園

中島の御茶屋

芳梅亭

小 石 川
後 楽 園

広間

別間

小室洋間

小室日本間

六 義 園

宜春亭

松の間

も みじ の間

向島百花園

芭蕉の間

中の間

御成の間

清 澄 庭 園
大正記念館

涼亭

蘆花恒春園 愛子夫人居宅

井 の 頭
文 化 園

資料館集会場

童心居

合　 　 　 計

平成31年度

─

78件

0件

235件

89件

208件

696件

128件

7件

61件

64件

102件

114件

178件

258件

674件

30件

43件

51件

3,077件

令和２ 年度

416,011人

109,988人

525,999人

240,283人

182,469人

422,752人

201,435人

134,700人

336,135人

222,747人

158,503人

381,250人

25,015人

11,061人

36,076人

令和３ 年度

439,729人

125,581人

565,310人

241,785人

156,662人

398,447人

252,344人

176,718人

429,062人

176,909人

123,761人

300,670人

24,188人

11,089人

35,277人

令和４ 年度

2,197,197人

859,392人

3,056,589人

413,997人

367,948人

781,945人

674,661人

536,651人

1,211,312人

406,518人

329,408人

735,926人

59,800人

38,312人

98,112人

令和５ 年度

2,222,416人

1,041,859人

3,264,275人

419,917人

382,307人

802,224人

672,480人

587,738人

1,260,218人

391,714人

311,208人

702,922人

72,168人

39,039人

111,207人

平成30年度

3,110,008人

1,854,539人

4,964,547人

447,327人

467,209人

  914,536人

657,846人

739,235人

1,397,081人

445,127人

402,134人

847,261人

45,897人

30,670人

76,567人

令和５ 年度

51件

61件

0件

221件

134件

316件

727件

123件

3件

84件

84件

68件

72件

72件

130件

276件

540件

13件

40件

38件

2,969件

令和２ 年度

─

59件

0件

56件

25件

60件

193件

23件

0件

12件

20件

14件

16件

42件

51件

253件

15件

31件

16件

898件

令和３ 年度

33件

24件

0件

69件

21件

76件

180件

34件

3件

12件

14件

12件

12件

32件

43件

165件

11件

15件

11件

767件

令和４ 年度

43件

55件

0件

148件

67件

218件

545件

92件

1件

54件

38件

76件

49件

86件

189件

504件

14件

44件

40件

2,263件

平成30年度

─

105件

0件

233件

85件

78件

230件

68件

12件

75件

61件 12件 12件 54件75件

70件

70件

73件

113件

270件

771件

41件

69件

58件

2,496件

※恩賜上野動物園と 葛西臨海水族園は令和２ 年２ 月29日から 令和２ 年６ 月22日、 令和２ 年12月26日から 令

　 和３ 年６ 月３ 日及び令和４ 年１ 月11日から 令和４ 年３ 月21日ま で休園

※多摩動物公園は令和２ 年３ 月28日から 令和２ 年６ 月３ 日、 令和２ 年12月26日から 令和３ 年６ 月３ 日及び令

　 和４ 年１ 月11日から 令和４ 年３ 月21日まで休園

※井の頭自然文化園は令和２ 年３ 月28日から 令和２ 年６ 月１ 日、 令和２ 年12月26日から 令和３ 年６ 月３ 日

　 及び令和４ 年１ 月11日から 令和４ 年３ 月21日まで休園

※夢の島熱帯植物館は令和２ 年３ 月28日から 令和２ 年６ 月１ 日、 令和２ 年12月26日から 令和３ 年６ 月３ 日

　 及び令和４ 年１ 月11日から 令和４ 年３ 月21日まで休館

つつじ の間
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3  開園（ 管理） 面積調書

１  ． 直轄 令和６ 年６ 月１ 日現在

２  ． 委託

園
公
轄
直 1 上野恩賜公園

明治公園

538,761.46

393,588.43

61,342.46

計

（ 恩賜上野動物園除く）

393,588.43

葬
儀
所

1 青山葬儀所 9,559.65

9,559.65計

園
公
理
管
者
理
管
定
指

1 芝公園 122,501.09

2 戸山公園 186,471.81

3 東白鬚公園 103,127.60

4 猿江恩賜公園 145,088.43

5 夢の島公園 433,612.23

6 潮風公園 154,542.41

7 台場公園 29,963.40

8 亀戸中央公園 103,205.34

9 木場公園 238,711.13

10 大島小松川公園 249,282.77

11 林試の森公園 122,497.58

12 砧公園 391,777.35

13 蘆花恒春園 80,304.43

14 駒沢オリ ンピ ッ ク 公園 413,573.09

15 祖師谷公園 94,902.81

16 善福寺公園 80,264.47

17 善福寺川緑地 181,220.07

18 和田堀公園 262,570.59

19 城北中央公園 258,915.20

20 浮間公園 117,330.24

21 赤塚公園 255,480.40

22 石神井公園 226,232.99

23 光が丘公園 607,823.73

24 大泉中央公園 103,000.00

25 東綾瀬公園 158,969.79

26 中川公園 120,698.72

27 舎人公園 649,645.09

28 尾久の原公園 61,841.28

29 篠崎公園

葛西臨海公園

葛西臨海水族園

（ 葛西臨海水族園除く ）

312,744.18

30

3 85,958.90

778,597.49

692,638.59

31 宇喜田公園 59,812.58

32 汐入公園 129,369.83

33 横綱町公園 19,579.53

34 青山公園 44,750.46

35 日比谷公園 161,636.66

36 水元公園 966,814.23

37 代々木公園 544,711.27

39 高井戸公園 95,325.91

40

41

練馬城址公園 32,218.15

計 9,225,653.91

庭
　
園

1 浜離宮恩賜庭園 250,215.72

2 旧芝離宮恩賜庭園 43,175.36

3 小石川後楽園 70,847.17

4 六義園 87,809.41

5 向島百花園 10,885.88

6 清澄庭園 81,091.27

7 旧古河庭園 30,780.86

8 旧岩崎邸庭園 20,709.25

計 595,514.92

園
物
動

1 恩賜上野動物園 145,173.03

2 多摩動物公園 602,513.37

4 井の頭自然文化園 115,500.00

計 949,145.30

所
儀
葬
・
園
霊

1 青山霊園 263,564.27

2

3

雑司ケ谷霊園 106,110.29

4

谷中霊園 102,537.46

5

染井霊園 67,910.73

6

八柱霊園 1,044,533.94

瑞江葬儀所 37,010.92

計 1,621,667.61

38 東京臨海広域防災公園 65,197.12
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4 　 管内公園所在地一覧

指定管理者によ る 管理公園・ 施設

東部公園緑地事務所直営管理公園・ 施設

名　 　 　 称 郵便番号 管理所・ 公園等所在地 電話番号 FA X番号 備考

上 野 恩 賜 公 園 110-0007 台東区上野公園5-20

港区南青山2-33-20

03-3828-5644 03-3827-7752

青  山  葬  儀  所 107-0062 同上 同上

千代田区日比谷公園1-3 同上 同上

公益財団法人　 東京都公園協会（ 指定管理者）
※1（ 平成28年４ 月１ 日～令和８ 年３ 月31日： 予定期間）
※2（ 令和５ 年４ 月１ 日～令和10年３ 月31日： 予定期間）
※3（ 令和３ 年４ 月１ 日～令和８ 年３ 月31日： 予定期間）
※4（ 令和６ 年４ 月１ 日～令和７ 年４ 月30日： 予定期間）
※5（ 令和５ 年５ 月１ 日～令和10年３ 月31日： 予定期間）
※6（ 令和６ 年２ 月１ 日～令和10年１ 月31日： 予定期間）

名　 　 　 称 郵便番号 管理所・ 公園所在地 電話番号 FA X番号 備考

浜 離 宮 恩 賜 庭 園 104-0046 中央区浜離宮庭園1-1 03-3541-0200 03-3541-0264
 

旧 芝 離 宮 恩 賜 庭 園 105-0022 港区海岸1-4-1 03-3434-4029 03-3434-4037
 

小 石 川 後 楽 園 112-0004 文京区後楽1-6-6 03-3811-3015 03-3811-3244
 

六 義 園 113-0021 文京区本駒込6-16-3 03-3941-2222 03-3944-5008
 

向 島 百 花 園 131-0032 墨田区東向島3-18-3 03-3611-8705 03-3619-2321
 

清 澄 庭 園 135-0024 江東区清澄3-3-9 03-3641-5892 03-3641-5884

131-0034 墨田区堤通2-2-1 03-3614-4467 03-3614-4456

 

旧 古 河 庭 園 114-0024 北区西ヶ 原1-27-39 03-3910-0394 03-3916-8166
 

旧 岩 崎 邸 庭 園 110-0008 台東区池之端1-3-45 03-3823-8340 03-3823-8033
 

戸 山 公 園 169-0072 新宿区大久保3-5-1 03-3200-1702 03-3200-0066
 

木 場 公 園 135-0023 江東区平野4-6-1 03-5245-1770 03-5245-1772
 

砧 公 園 157-0075 世田谷区砧公園1-1 03-3700-0414 03-3700-7059
 

東 白 鬚 公 園

善 福 寺 公 園 167-0041 杉並区善福寺3-9-10 03-3396-0825 03-3394-9906  

善 福 寺 川 緑 地 166-0016 杉並区成田西1-30-27 03-3313-4247 03-5378-2417  

和 田 堀 公 園 杉並区大宮一丁目ほか 同上 善福寺川緑地同上
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※1

※1

※1

※1

※1

※1

※1

※1

※2

※1

※1

※1

※2

※1

※1――

日 比 谷 公 会 堂 100-0012

青山霊園 ※2

芝 公 園 105-0011 港区芝公園4-10-17 03-3431-4359 03-3431-4363

林 試 の 森 公 園 142-0061 品川区小山台2-6-11 03-3792-3800 03-3792-0153

蘆　 花　 恒　 春　 園 157-0063 世田谷区粕谷1-20-1 03-3302-5016 03-3302-5016

祖 師 谷 公 園 157-0065

107-0062

世田谷区上祖師谷3-22-19 03-5384-1693 03-5384-1884

03-3470-3223 03-3470-3224青 山 公 園 港区南青山2-32-2

日 比 谷 公 園 100-0012 千代田区日比谷公園1-6 03-3501-6428 03-3501-6429

※2

※2

※2

※2

※2
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公益財団法人　 東京都公園協会（ 指定管理者）

名　 　 　 称 郵便番号 管理所・ 公園所在地 電話番号 FA X番号 備考

光 が 丘 公 園 179-0072 練馬区光が丘4-1-1 03-3977-7638 03-3977-7433

大 泉 中 央 公 園 178-0061 練馬区大泉学園町9-4-3 03-3867-8096 03-3921-3874

舎 人 公 園 121-0837 足立区舎人公園1-1

0

03-3857-2308 03-3857-6798

篠 崎 公 園 133-0054 江戸川区上篠崎1-25-1 03-3670-4080 03-3670-4175

134-0086 江戸川区臨海町6-2-1 03-5696-1331 03-5696-1332

同上 同上

代 々 木 公 園 151-0052 渋谷区代々木神園町2-1 03-3469-6081 03-3469-6082

水 元 公 園 125-0034 葛飾区水元公園3-2 03-3607-8321 03-3600-6929

駒沢オリ ンピ ッ ク 公園 154-0013 世田谷区駒沢公園1-1 03-3421-6431 03-3413-2577

雑 司 ケ 谷 霊 園 171-0022 豊島区南池袋4-25-1 03-3971-6868 03-3971-1355

青 山 霊 園 107-0062 港区南青山2-32-2 03-3401-3652 03-3404-4724

谷 中 霊 園 110-0001 台東区谷中7-5-24 03-3821-4472 03-3821-4484

染 井 霊 園 170-0003 豊島区駒込5-5-1 03-3918-3502 03-3918-3610

八 柱 霊 園 270-2255 千葉県松戸市田中新田48-2 047-387-2181 047-387-2182

高 井 戸 公 園 168-0082 杉並区久我山2-2-1 03-3331-1336 03-5941-3123

アメ ニス 東部地区グループ（ 指定管理者）
（ 令和５ 年４ 月１ 日～令和10年３ 月31日： 予定期間）

名　 　 　 称 郵便番号 管理所・ 公園所在地 電話番号 FA X番号 備考

猿 江 恩 賜 公 園 135-0001 江東区毛利2-13-7 03-3631-9732 03-3631-9738

亀 戸 中 央 公 園 136-0071 江東区亀戸9-37-28 03-3636-2558 03-3636-2575

尾 久 の 原 公 園 116-0012 荒川区東尾久7-1 03-3819-8838 03-3819-8854

東 綾 瀬 公 園 120-0004 足立区東綾瀬3-4 03-3605-0005 03-3605-0046

中 川 公 園 120-0002 足立区中川5-1-1 03-3629-8164 03-3629-8264

大 島 小 松 川 公 園 136-0072 江東区大島9-9

江戸川区北葛西三丁目ほか

03-3637-6696 03-3636-9365

宇 喜 田 公 園 同上 同上 大島小松川公園

アメ ニス 夢の島グループ（ 指定管理者）
（ 令和５ 年４ 月１ 日～令和10年３ 月31日： 予定期間）

名　 　 　 称 郵便番号 管理所・ 公園所在地 電話番号 FA X番号 備考

夢 の 島 熱 帯 植 物 館 136-0081 江東区夢の島2-1-2 03-3522-0281 03-3522-0283

夢 の 島 公 園 江東区夢の島 熱帯植物館
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葛 西 臨 海 公 園

――

――

瑞 江 葬 儀 所 132-0003 江戸川区春江町3-26-1 03-3670-0131 03-3670-0388

練  馬  城  址  公  園 179-0074 練馬区春日町1-1-32 03-3825-5021 03-5848-3170

※1

※2

※1

※1

※3

※1

※1

※1

※2

※1

※1

※1

※1

※1

※4

※5

※6東京臨海広域防災公園 135-0063 江東区有明3-8-35 03-3529-2180 03-3529-2188

城 北 中 央 公 園 179-0084 練馬区氷川台1-3-1

116-0003 荒川区南千住8-13-1

浮 間 公 園

汐 入 公 園

174-0041 板橋区舟渡2-15-1

赤 塚 公 園 175-0082 板橋区高島平3-1

石 神 井 公 園 177-0045 練馬区石神井台1-26-1

03-3931-3650 03-3931-3770

03-3807-5181 03-3807-5182

03-3969-9168 03-3969-9571

03-3938-5715 03-3938-5922

03-3996-3950 03-3995-0789

※1

※1

※2

※2

※2
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東京臨海副都心グループ（ 指定管理者）
（ 平成28年４ 月１ 日～令和８ 年３ 月31日： 予定期間）

名　 　 　 称 郵便番号 管理所・ 公園所在地 電話番号 FA X番号 備考

潮 風 公 園 135-0092 品川区東八潮1-2 03-5500-0385 03-5500-2456

台 場 公 園 港区台場一丁目 潮風公園同上 同上

東京南部パーク ス グループ（ 指定管理者）

名　 　 　 称 郵便番号 管理所・ 公園所在地 電話番号 FA X番号 備考

100-0012 03-3591-6388 03-3591-6389日比谷公園大 音楽堂 千代田区日比谷公園1-5 野音:通称

）者理管定指（ 会協霊慰都京東　人法団財益公
（ 令和３ 年４ 月１ 日～令和８ 年３ 月31日： 予定期間）

名　 　 　 称 郵便番号 管理所・ 公園所在地 電話番号 FA X番号 備考

横 網 町 公 園 130-0015 墨田区横網2-3-25 3622-1208 3623-1200 （ Tel 、 Fax兼用）

Tokyo Legacy Parks株式会社（ 指定管理者）
（ 令和５ 年10月31日～令和15年２ 月28日： 予定期間）

名　 　 　 称 郵便番号 管理所・ 公園所在地 電話番号 FA X番号 備考

　 ※7（ 平成28年４ 月１ 日～令和８ 年３ 月31日： 予定期間）
　 ※8（ 令和５ 年４ 月１ 日～令和８ 年３ 月31日： 予定期間）

（ 令和５ 年４ 月１ 日～令和６ 年９ 月30日： 予定期間）

公益財団法人東京動物園協会（ 指定管理者）

名　 　 　 称 郵便番号 管理所・ 公園所在地 電話番号 FA X番号 備考

恩 賜 上 野 動 物 園 110-8711 台東区上野公園9-83 03-3828-5171 03-3821-2493

多 摩 動 物 公 園 191-0042 日野市程久保7-1-1 042-591-1611 042-593-4351

井 の 頭 自 然 文 化 園 180-0005 武蔵野市御殿山1-17-6 0422-46-1100 0422-46-1906

134-8587 江戸川区臨海町6-2-3 03-3869-5152 03-3869-5155

※7

※7

※7

※8

――

葛 西 臨 海 水 族 園

渋谷区千駄ヶ 谷一丁目明 　 治 　 公 　 園 151-0051 03-3821-6145 03-5685-0144 東部公園緑地事務所


