
　○調査期間 令和２年9月4日(金)～9月13日(日) 10日間

　○回答方法 専用ウェブサイトから回答を返信

　○モニター数 360名 (男性 172名　女性 188名）

　○回答者数 315名 (男性 149名　女性 166名）

　○回答率 87.5%

【分析】

《緑の現状について》

・
・

《公園について》
・
・

《今後の緑の方針について》
・

【考察】

・10年前と比較した緑の量は、「変化なし」、または、「減少した」との回答が多かったものの、現状の緑の量、緑の質
について、肯定的な回答（多い、満足、適正の合計）の割合が７割を超えており、郡山市の緑はおおむ
ね良好であると考えられる。一方で、田畑の大幅な減少や公園・街路樹の管理不足等が指摘されている
ことから、今後、緑の保全・管理を一層強化する必要がある。

・約３割の方が公園を利用しておらず、年に数回利用の方が３割弱と公園の利用頻度はあまり高くな
い。公園を利用しない理由は７割弱の方が「利用するきっかけ、時間がない」と回答しており、公園を
利用するきっかけをつくるためにも、駐車場の整備、民間が運営する施設の整備、イベントの開催等、
利用したくなる公園を目指した施設整備等が必要である。また、新型コロナウイルス感染症に対応した
「新しい生活様式」を踏まえた公園の役割として、「休憩・憩いの場」、「運動・遊び・健康増進の
場」、「災害時の避難場所」が特に重要視されており、「憩い」、「運動・健康」、「防災」といった
役割を一層強化する必要がある。

《回答者内訳》

緑に対し、92.4％が「関心がある」または「やや関心がある」と回答
10年前と比較した緑の量の変化について、39.0％が「変わらない」、31.7％が「やや減った」または「減った」、
13.9％が「増えた」または「やや増えた」と回答

公園の利用頻度について、30.5％が「ほとんど利用しない」と回答
公園を利用する理由として、「子どもをあそばせるため（38.0％）」が最も多く、次いで「散歩、散策（35.6％）」が多
い。また公園を利用しない理由として、「利用するきっかけ、時間がない（68.1％）」が最も多い。

市が実施する取り組みに望むこととして、「公園・街路樹等の適切な維持管理（56.8％）」が最も多く、市民が実
践している(または今後実践したい）取り組みとして「自宅の緑化（58.7％）」が最も多い。

2020年度まちづくりネットモニター第8回調査結果

テーマ「郡山市緑の基本計画について」

・市民が実施したい（実施している）取り組みとして、「自宅の緑化」が最も多いことから、まずは、
身近な緑化活動に対する支援を検討・実施し、緑に関心を持っていただくことが重要である。

・「よく利用する公園」、「後世に残したい、誇りに思う緑」の両方で「開成山公園」があげられてい
ることから、今後も重点的な整備が必要である。

　郡山市では、都市緑地法第４条に基づき、緑地の適正な保全、緑化の推進を総合的かつ計画的に実施するために
「郡山市緑の基本計画(2021年度～2030年度)」の改定を進めております。
　この度は本計画を改定するにあたり、多くの市民の皆さまから「郡山市の緑」（※）についての意見をお伺いするた
め、アンケートを実施いたしましたので、その結果についてお知らせします。

※ここで言う「緑」とは、樹木や草花といった植物だけでなく、山林・河川などの自然環境、農地・公園・街路樹など
の人工的な緑、さらに、民有地の庭や花壇等の身近にある緑も含みます。

(公園緑地課)

【調査概要】

年代 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 80 代 合計 
男性 4 5 15 31 30 16 40 8 149 
⼥性 7 10 39 54 38 15 2 1 166 
合計 11 15 54 85 68 31 42 9 315 
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第１章 郡山市の緑の現状について

問１ 緑に関⼼はありますか？（１つ選択） （回答者：315⼈）

※構成比は、端数を四捨五入しているため、合計が100.0%にならない場合があります

※複数回答・自由回答の比率は、その設問の回答者数を基数として算出しました。したがって、複数回答・自

由回答の設問はすべての比率を合計すると100.0％を超えることがあります。

緑への関心について、全体をみると「関心がある」と「やや関心がある」の合計は9割を超えており、関心は非常
に高い。

年代別では、20代・40代～80代は「関心がある」と「やや関心がある」の合計が9割を超えており、緑への関心が
特に高いことが見受けられる。

男女別では、大きな差異は見られない。

48.8%

(81人)

51.7%

(77人)

41.0%

(68人)

43.6%

(65人)

7.2%

(12人)

2.7%

(4人)

3.0%

(5人)

2.0%

(3人)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

女性

男性

性別

関心がある やや関心がある やや関心がない 関心がない

関心がある

50.2%, (158人)
やや関心がある

42.2%, (133人)

やや関心がない

5.1%, (16人)

関心がない,2.5%, (8人)

66.7%, (6人)

66.7%, (28人)

58.1%, (18人)

52.9%, (36人)

42.4%, (36人)

40.7%, (22人)

53.3%, (8人)

36.4%, (4人)

33.3%, (3人)

31.0%, (13人)

38.7%, (12人)

42.6%, (29人)

49.4%, (42人)

42.6%, (23人)

40.0%, (6人)

45.5%, (5人)

2.4%,(1人)

3.2%,(1人)

2.9%,(2人)

5.9%,(5人)
11.1%, (6人)

9.1%, (1人)

1.5%,(1人)

2.4%,(2人)

5.6%, (3人)

6.7%, (1人)

9.1%, (1人)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

80代

70代

60代

50代

40代

30代

20代

10代

年代別

関心がある やや関心がある やや関心がない 関心がない

2 / 22 



問２ お住まい（職場、学校含む）周辺の郡⼭市の緑の量について、どのように感じますか？
（１つ選択） （回答者：315⼈）
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緑の量について、全体をみると「適正」が41.6％と最も多く、次いで「多い」、「やや多い」の合計が35.0％、「少な
い」、「やや少ない」の合計が23.5％となっており、「適正」、「多い」、「やや多い」の合計が７割を超えていることか
ら、緑の量はおおむね満足されていると考えられる。

年代別では、60代・10代・50代の順に「多い」、「やや多い」の割合が高くなっている。
男女別では、大きな差異は見られない。
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増えた,4.1%, (13人)

やや増えた
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24.4%, (77人)
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問３ 10年前と⽐べて、郡⼭市の緑の量はどう変わりましたか？（１つ選択） （回答者：315⼈）
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10年前の緑の量との比較について、全体をみると「変わらない」が39.0％と最も多く、次いで「減った」、「やや
減った」の合計が31.7％、「増えた」、「やや増えた」の合計が13.9％となっており、増えたと感じている人は1割強
しかいないことから、現状の緑の量は相対的に減ったと感じられていることが見受けられる。

年代別では、10代・60代・50代の順に「増えた」、「やや増えた」の割合が高く、80代・10代・70代の順に「減った」、
「やや減った」の割合が高い。

男女別では、大きな差異は見られないものの、女性は「わからない」の回答が多くなっている。
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問４ 特に緑が増えた、または減ったと感じる具体的な理由や場所はどこですか？ （回答者：108⼈）

緑が増えた場所としては、「住宅地」や「市街地・駅」などの回答があり、緑が増えた理由としては、「公園が増え
た」や「街路樹が増えた」などの回答が多く、都市的土地利用が図られる場所においては、緑が増えたと感じられ
ていることが見受けられる。

一方、緑が減った場所としては、「逢瀬川の桜」や「八山田地域」、「市街地・駅」などの回答があり、緑が減った
理由としては、「建物が増えた」や「田畑が減った」、「街路樹が減った」との回答があった。自然的土地利用から
都市的土地利用に転換された場所について、緑が減ったと感じていることが見受けられる。
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満足,7.0%, (22人)

やや満足

14.9%, (47人)

適正

48.3%, (152人)

やや不満

25.1%, (79人)

不満,4.8%, (15人)

問５ お住まい（職場、学校含む）周辺の郡⼭市の緑の質について、満⾜していますか？（１つ選択）

※「緑の質」とは、緑の量だけではなく、美しさや多様な役割（環境保全、防災、レクリエーション、
景観等）などのことを⽰します。

（回答者：315⼈）

緑の質について、全体をみると「適正」が48.3％と最も多く、次いで「やや不満」、「不満」の合計が29.9％、「満
足」、「やや満足」の合計が21.9％となっており、「適正」、「満足」、「やや満足」の合計が７割を超えており、緑の質
について、おおむね満足されていると考えられる。

年代別では、60代・20代・70代の順に「満足」、「やや満足」の割合が高い。
男女別では、大きな差異は見られない。
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問６ 問５で「満⾜」「やや満⾜」「やや不満」「不満」を選択した⽅に伺います。特に緑の質に
満⾜、または不満に感じる具体的な理由や場所はどこですか？ （回答者：126⼈）

緑の質に満足に感じる場所としては、「開成山公園」や「近隣の公園・緑地」、緑の質に満足に感じる理由として
は、「近隣の緑の量が多い」や「公園や樹木等に手入れが行き届いている」などの回答であった。

緑の質に不満に感じる場所としては、「逢瀬川の桜」や「自宅周辺」、緑の質に不満に感じる理由としては、「公
園・河川や空き地・空き家等に手入れが行き届いていない」や「緑の量が不足している」などの回答があり、管理
の状態が満足度に影響していることが考えられる。
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毎日,3.5%, (11人)

週に数回

11.4%,  (36人)
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第２章 郡山市の公園について

問７ どの程度公園を利⽤しますか？（１つ選択） （回答者：315⼈）
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29.0%, (9人)

42.6%, (29人)
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公園の利用頻度について、全体をみると「ほとんど利用しない」が30.5％と最も多く、次いで「年に数回」28.9％、
「月に数回」25.7％、「週に数回」11.4％、「毎日」3.5％となっており、公園の利用頻度はあまり高くない。

年代別では、70代・30代・60代の順に「週に数回」、「毎日」の割合が高く、は10代・50代・80代の順に「ほとんど
利用しない」の割合が高い。特に10代・20代の公園の利用頻度は非常に低い。

男女別では、大きな差異は見られない。
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問８ 新型コロナウイルス感染拡⼤に伴い、公園の利⽤頻度はどうなりましたか？（１つ選択）
（回答者：315⼈）

新型コロナウイルス感染拡大に伴う公園の利用頻度の変化について、「変わらない」の割合が61.6％と最も多く、
次いで「減った」が33.3％、「増えた」が5.1％となっており、新型コロナウィルスの影響はそう大きくないが、外出を
自粛していた影響で利用頻度が減った人の方が多い。

年代別では、30代・70代・60代の順に「減った」の割合が高い。
男女別では、男性と比べ、女性のほうが利用頻度の変化がみられる。
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60.0%, (9人)

100.0%, (11人)

11.1%, (1人)

42.9%, (18人)

41.9%, (13人)

22.1%, (15人)

29.4%, (25人)

53.7%, (29人)

26.7%, (4人)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

80代

70代

60代

50代

40代

30代

20代

10代

年代別

増えた 変わらない 減った

増えた,5.1%, (16人)

変わらない

61.6%, (194人)

減った

33.3%, (105人)
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・近所の名前がわからない公園

・日によって違う

※「その他」を選択した方の主な意見

問９ 問７で「毎⽇」「週に数回」「⽉に数回」「年に数回」を選択した⽅に伺います。利⽤する公園
をお書きください。 （回答者：160⼈）

よく利用する公園の回答として、「開成山公園」46.9％と最も多く、次いで「逢瀬公園」11.9％、「大槻公園」9.4％、
「麓山公園」8.8％、「大安場公園（大安場史跡公園）」7.5％、「五百淵公園」6.9％、「21世紀公園（山麓の社）」
6.3％となっており、開成山公園が他の公園よりも多くの人に利用されている傾向が見受けられる。

46.9%, (75人)

11.9%, (19人)

9.4%, (15人)

8.8%, (14人)

7.5%, (12人)

6.9%, (11人)

6.3%, (10人)

5.0%, (8人)

4.4%, (7人)

3.1%, (5人)

1.9%, (3人)

1.9%, (3人)

1.9%, (3人)

1.3%, (2人)

1.3%, (2人)

1.3%, (2人)

1.3%, (2人)

1.3%, (2人)

1.3%, (2人)

1.3%, (2人)

25.6%, (41人)

開成山公園

逢瀬公園

大槻公園

麓山公園

大安場公園（大安場史跡公園）

五百淵公園

２１世紀公園（麓山の杜）

荒池公園

平成記念郡山こどものもり公園

西部公園

カルチャーパーク

酒蓋公園

八山田公園

近所の公園

静公園

成山公園

南広谷公園

逢瀬川親水公園

荒井中央公園

八山田西公園

その他
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6

問10 問７で「毎⽇」「週に数回」「⽉に数回」「年に数回」を選択した⽅に伺います。利⽤する理由
は何ですか？（１つ選択） （回答者：216⼈）

公園を利用する理由について、「子どもを遊ばせるため」が38.0％と最も多く、次いで「散歩、散策」35.6％、「イ
ベント参加」7.4％、「スポーツや健康増進目的の軽運動」6.9％、「休養、休息」6.5％となっている。

年代別では、20代～40代は「子どもを遊ばせるため」の割合が高く、50代～80代は「散歩、散策」の割合が高く、
年代別に主な利用目的が異なることが分かる。

男女別では、男性と比べ女性のほうが「子どもを遊ばせるため」の割合が高く、また、女性と比べ男性のほうが
「散歩、散策」の割合が高い。

子どもを遊ばせるため

38.0%, (82人)

スポーツや健康増進目的

の軽運動,

6.9%, (15人)

散歩、散策, 

35.6%, (77人)
友人等との交流

0.9%,  (2人)

ボランティア活動（植

栽の手入れ等）

1.9%, (4人)

休養、休息

6.5%,  (14人)

イベント参加（地域の

祭り、花見等）

7.4%, (16人)

その他, 2.8%, (6人)

16.7%,(1人)

11.4%,(4人)

13.6%, (3人)

7.7%, (3人)
51.7%, (30人)

83.7%, (36人)

45.5%, (5人)

20.0%,(7人)

9.1%,(2人)

2.6%,(1人)

8.6%

(5人)

83.3%,(5人)

48.6%,(17人)

50.0%,(11人)

66.7%,(26人)

22.4%,(13人)

4.7%,(2人)
27.3%,(3人)

2.6%,(1人)

50.0%,(1人)

2.9%,(1人)

4.5%,(1人)

1.7%,(1人) 2.3%,(1人)

8.6%,(3人)
4.5%,(1人)

10.3%,(4人)

5.2%,(3人)

4.7%,(2人)
9.1%,(1人)

5.7%

(2人)

9.1%,(2人)

7.7%

(3人)

8.6%,(5人)

2.3%,(1人)
18.2%,(2人)

50.0%,(1人)

2.9%,(1人)

9.1%,(2人)

2.6%,(1人)

1.7%,(1人)

2.3%,(1人)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

80代

70代

60代

50代

40代

30代

20代

10代

年代別

子どもを遊ばせるため スポーツや健康増進目的の軽運動 散歩、散策
友人等との交流 ボランティア活動（植栽の手入れ等） 休養、休息
イベント参加（地域の祭り、花見等） その他

55.5%

(61人)

19.8%

(21人)

4.5%

(5人)

9.4%

(10人)

25.5%

(28人)

46.2%

(49人)
0.9%, (1人)

0.9%, (1人)

0.9%, (1人)

2.8%, (3人)

3.6%

(4人)

9.4%, (10人)

6.4%

(7人)

8.5%

(9人)

2.7%

(3人)

2.8%

(3人)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

女性

男性

性別

子どもを遊ばせるため スポーツや健康増進目的の軽運動 散歩、散策
友人等との交流 ボランティア活動（植栽の手入れ等） 休養、休息
イベント参加（地域の祭り、花見等） その他
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問11 問７で「ほとんど利⽤しない」を選択した⽅に伺います。利⽤しない理由は何ですか？
（１つ選択） （回答者：91⼈）

公園を利用しない理由について、「利用するきっかけ、時間がない」の割合が68.1％と最も多く、次いで「公園ま
での距離が遠い、交通の便が悪い」12.1％、「利用したい公園がない」8.8％となっており、多くの人に公園を利用
してもらうためには、まずは公園を利用するきっかけづくりが必要と考えられる。

年代別では、どの年代でも「利用するきっかけ、時間がない」の割合が高い。
男女別では、男性と比べ女性のほうが「利用したい公園がない」の割合が高い。

13.7%,(7人)

2.5%,(1人)

7.8%

(4人)

17.5%,(7人)

2.5%,(1人) 2.5%,(1人)

2.0%,(1人)

70.6%,(36人)

65.0%,(26人)

5.9%,(3人)

10.0%,(4人)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

女性

男性

性別

利用したい公園がない 公園までの距離が遠い、交通の便が悪い
遊具やベンチ等の施設が老朽化している トイレなど、公園内の清掃、維持管理が不十分
防犯面で不安 利用するきっかけ、時間がない
その他

利用したい公園がない,8.8%,(8人)
公園までの距離が遠い、

交通の便が悪い

12.1%,(11人)

遊具やベンチ等の施

設が老朽化している

1.1%,(1人)

トイレなど、公園内の清掃、維

持管理が不十分

1.1%,(1人)
防犯面で不安

1.1%,(1人)

利用するきっかけ、時間がない

68.1%,(62人)

その他

7.7%,(7人)

10.7%,(3人)

12.0%,(3人)

11.1%,(1人)

25.0%,(1人)

33.3%,(1人)

22.2%,(2人)

10.7%,(3人)

16.0%,(4人)

11.1%,(1人)

11.1%,(1人)

3.6%,(1人)

11.1%,(1人)

66.7%,(2人)

85.7%,(6人)

55.6%,(5人)

67.9%,(19人)

64.0%,(16人)

66.7%,(6人)

75.0%,(3人)

83.3%,(5人)

14.3%,(1人)

7.1%,(2人)

8.0%,(2人)

11.1%,(1人)

16.7%,(1人)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

80代

70代

60代

50代

40代

30代

20代

10代

年代別

利用したい公園がない 公園までの距離が遠い、交通の便が悪い
遊具やベンチ等の施設が老朽化している トイレなど、公園内の清掃、維持管理が不十分
防犯面で不安 利用するきっかけ、時間がない
その他

10 / 22 



公園内に民間が運営する施設（カフェ・レスト

ラン等）が設置される

23.6%,(21人)

公園内で民間が企画するイベ

ントが頻繁に開催される

6.7%.(6人)

駐車場が整備される、交

通の便が良くなる

29.2%,(26人)

遊具やベンチ等の施設が

整備、更新される

4.5%,(4人)

トイレや公園内の清掃、維

持管理が行き届いている

11.2%,(10人)

見通しが確保されたり、照明が設置され

るなど安全性が確保される

7.9%,(7人)

制限が少なくなる（ボール遊びや

花火等が可能となる）

2.2%,(2人)

緑が豊かで自然が活かされる,5.6%,(5人)
その他,9.0%,(8人)

問12 問７で「ほとんど利⽤しない」を選択した⽅に伺います。どのような公園になれば利⽤したいと思
いますか？（１つ選択） （回答者：89⼈）

24.0%,(12人)

23.1%,(9人)

4.0%

(2人)

10.3%

(4人)

32.0%,(16人)

25.6%,(10人)

2.0%,(1人)

7.7%

(3人)

12.0%,(6人)

10.3%,(4人)

8.0%

(4人)

7.7%

(3人)
2.0%,(1人)

2.6%,(1人)

4.0%

(2人)

7.7%

(3人)

12.0%

(6人)

5.1%

(2人)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

女性

男性

性別

公園内に民間が運営する施設（カフェ・レストラン等）が設置される 公園内で民間が企画するイベントが頻繁に開催される

駐車場が整備される、交通の便が良くなる 遊具やベンチ等の施設が整備、更新される

トイレや公園内の清掃、維持管理が行き届いている 見通しが確保されたり、照明が設置されるなど安全性が確保される

制限が少なくなる（ボール遊びや花火等が可能となる） 緑が豊かで自然が活かされる

その他

11.1%,(1人)

29.6%,(8人)

29.2%,(7人)

22.2%,(2人)

50.0%,(2人)

16.7%,(1人)

11.1%,(1人)

7.4%

(2人)

12.5%,(3人)

66.7%,(2人)

28.6%,(2人)

33.3%,(3人)

22.2%,(6人)

33.3%,(8人)

55.6%,(5人)

11.1%,(1人)

3.7%,(1人)

4.2%,(1人)

16.7%,(1人)

14.3%,(1人)

11.1%,(3人)

8.3%,(2人)

22.2%,(2人)

33.3%,(2人)

11.1%,(1人)

11.1%,(3人)

8.3%,(2人)

16.7%,(1人)

14.3%,(1人)

3.7%,(1人)

33.3%,(1人)

28.6%,(2人)

11.1%,(1人)
3.7%,(1人)

14.3%,(1人)

11.1%,(1人)

7.4%

(2人)

4.2%

(1人)

50.0%,(2人)

16.7%,(1人)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

80代

70代

60代

50代

40代

30代

20代

10代

年代別

公園内に民間が運営する施設（カフェ・レストラン等）が設置される 公園内で民間が企画するイベントが頻繁に開催される

駐車場が整備される、交通の便が良くなる 遊具やベンチ等の施設が整備、更新される

トイレや公園内の清掃、維持管理が行き届いている 見通しが確保されたり、照明が設置されるなど安全性が確保される

制限が少なくなる（ボール遊びや花火等が可能となる） 緑が豊かで自然が活かされる

その他
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・あづま運動公園のような自然を活かしつつ、小さい子からお年寄りまで楽しめる公園

・身体障がい者でも利用可能な公園であれば利用するかも知れません

※「その他」を選択した方の主な意見

どのような公園になれば利用したいかについて、「駐車場が整備される、交通の便が良くなる」の割合が29.2％
と最も多く、次いで「公園内に民間が運営する施設（カフェ・レストラン等）が設置される」23.6％、「トイレや公園内
の清掃、維持管理が行き届いている」11.2％となっており、公園利用を促進するため、駐車場や設備の整備や
オープンスペースを活用したイベント開催等、利用したくなる環境整備・きっかけづくりが必要であると考えられる。

年齢別では、10代～50代は「公園内に民間が運営する施設（カフェ・レストラン等）が設置される」の割合が高い。
男女別では、大きな差異は見られない。
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問13 新型コロナウイルス感染症に対応した「新しい⽣活様式」を踏まえ、公園の役割、機能として何が重
要と考えますか？（３つまで選択可） （回答者：315⼈）

「新しい生活様式」を踏まえた重要な公園の役割、機能として、「休憩・憩いの場」が60.3％と最も多く、次いで
「運動・遊び・健康増進の場」が58.1％、「災害時の避難場所」が54.9％、「散策・自然学習の場」が43.2％、「イベ
ント・交流の場」が19.0％となっている。

「休憩・憩いの場」、「運動・遊び・健康増進の場」、「災害時の避難場所」はそれぞれ回答者の半分が回答して
いることから、コロナ禍においても、特に重要視すべき役割・機能であると考えられる。

60.3%

(190人)

58.1%

(183人)

54.9%

(173人)

43.2%

(136人)

19.0%

(60人)

3.8%

(12人)

1.9%

(6人)

休息・憩いの場

運動・遊び・健康増進の場

災害時の避難場所

散策・自然学習の場

イベント・交流の場

テレワークの場

その他
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※「その他」を選択した方の主な意見

・木や植物があっても草刈りがされていないので、必要性を感じない。

・公園によってそれぞれ木の多いところ、芝生の多いところがあるので今のままで良いと思う

積極的に植樹し、自然の生育に

任せた森のような形態

12.4%,(39人)

高木、中木、低木及び芝生等多様な植

栽がバランスよく配された形態

45.4%,(143人)

高木や中木が中心の

木陰が多くある形態

18.1%,(57人)

中木や低木が中心の

開放感のある形態

12.1%,(38人)

芝生や野草のみの形態

5.1%,(16人)

植栽は特にいらない

4.4%,(14人)

その他,2.5%,(8人)

公園の緑化について、「高木、中木、低木及び芝生等多様な植栽がバランスよく配された形態」が45.4％と最も
多く、次いで「高木や中木が中心の木陰が多くある形態」18.1％、「積極的に植樹し、自然の生育に任せた森のよ
うな形態」12.4％となっている。「植栽は特にいらない」の割合は4.4％と非常に低い。

年代別では、30代で「高木、中木、低木及び芝生等多様な植栽がバランスよく配された形態」の割合が高い。
男女別では、大きな差異は見られない。

問14 公園の緑化について、どのような形態を望みますか？（１つ選択） （回答者：315⼈）

33.3%,(3人)

9.5%,(4人)

12.9%,(4人)

8.8%,(6人)

10.6%,(9人)

11.1%,(6人)

26.7%,(4人)

27.3%,(3人)

55.6%,(5人)

45.2%,(19人)

41.9%,(13人)

44.1%,(30人)

41.2%,(35人)

63.0%,(34人)

20.0%,(3人)

36.4%,(4人)

19.0%,(8人)

16.1%,(5人)

14.7%,(10人)

23.5%,(20人)

9.3%,(5人)

33.3%,(5人)

36.4%,(4人)

14.3%,(6人)

9.7%,(3人)

17.6%,(12人)

14.1%,(12人)

5.6%,(3人)
13.3%,(2人)

11.1%,(1人)

9.5%,(4人)

6.5%,(2人)

2.9%,(2人)
5.9%,(5人)

3.7%,(2人)

2.4%

(1人)

6.5%,(2人)

5.9%,(4人)

4.7%

(4人)

3.7%,(2人)

6.7%

(1人)

6.5%,(2人)

5.9%,(4人)

3.7%,(2人)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

80代

70代

60代

50代

40代

30代

20代

10代

年代別

積極的に植樹し、自然の生育に任せた森のような形態 高木、中木、低木及び芝生等多様な植栽がバランスよく配された形態
高木や中木が中心の木陰が多くある形態 中木や低木が中心の開放感のある形態
芝生や野草のみの形態 植栽は特にいらない

12.7%,(21人)

12.1%,(18人)

45.8%,(76人)

45.0%,(67人)

18.1%,(30人)

18.1%,(27人)

10.2%,(17人)

14.1%,(21人)

4.2%

(7人)

6.0%

(9人)

6.0%

(10人)

2.7%,(4人)

3.0%

(5人)

2.0%

(3人)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

女性

男性

性別

積極的に植樹し、自然の生育に任せた森のような形態 高木、中木、低木及び芝生等多様な植栽がバランスよく配された形態
高木や中木が中心の木陰が多くある形態 中木や低木が中心の開放感のある形態
芝生や野草のみの形態 植栽は特にいらない
その他
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問15 後世に残したい、誇りに思う緑はどこですか？（⾃由記述）
（例：開成⼭公園、21世紀記念公園、麓⼭公園、五百淵公園、善宝池公園、浄⼟松公園、奥州街道松並
⽊、猪苗代湖、阿武隈川、逢瀬川、古川池周辺、布引⾵の⾼原、安達太良⼭など）

（回答者：243⼈）

後世に残したい、誇りに思う緑として、「開成山公園」と回答した方が48.1％と最も多く、次いで「猪苗代湖」が
24.3％、「麓山公園」が10.7％、「五百淵公園」が7.8％、「布引風の高原」が7.4％となっている。よく行く公園として
回答が最も多かった「開成山公園」が最も多くあげられており、市民にとって身近で後世に残したい場所として認
識されている。

48.1%, (117人)

24.3%, (59人)

10.7%, (26人)

7.8%, (19人)

7.4%, (18人)

6.2%, (15人)

5.8%, (14人)

4.9%, (12人)

4.5%, (11人)

2.1%, (5人)

1.6%, (4人)

1.6%, (4人)

1.6%, (4人)

1.2%, (3人)

1.2%, (3人)

0.8%, (2人)

0.8%, (2人)

0.8%, (2人)

13.2%, (32人)

開成山公園

猪苗代湖

麓山公園

五百淵公園

布引風の高原

浄土松公園

安達太良山

２１世紀公園

逢瀬公園

大安場公園（大安場史跡公園）

逢瀬川

奥州街道松並木

平成記念郡山こどものもり公園

せせらぎ小道

大槻公園

阿武隈川

開成山公園の桜

藤田川沿い

その他
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問16 郡⼭市の緑（グリーンインフラ含む）について、どのような機能が必要と考えますか？
（３つまで選択可）

※「グリーンインフラ」とは、⾃然環境が有する多様な機能（⽣物の⽣息の場の提供、気温上昇の抑制、
ゲリラ豪⾬への対応等）を活⽤した、持続可能な地域づくりのことをいいます。

（回答者：315⼈）

第３章 今後の緑の方針について

緑の機能として、「温暖化の抑制、大気汚染の浄化（環境保全）」が48.3％と最も多く、次いで「災害時の避難場
所（防災）」33.3％、「休息・憩いの場（レクリエーション）」31.3％、「生物の生息環境（環境保全）」28.6％、「自然景
観の構成（景観）」28.3％、「運動・遊び・健康増進の場（レクリエーション）」28.3％となっており、地球温暖化や近
年多発する大規模自然災害への関心の高さがうかがえる。

48.3%, (152人)

33.3%, (105人)

31.1%, (98人)

28.6%, (90人)

28.3%, (89人)

28.3%, (89人)

26.0%, (82人)

20.6%, (65人)

14.0%, (44人)

9.2%, (29人)

7.9%, (25人)

7.3%, (23人)

5.4%, (17人)

0.6%, (2人)

温暖化の抑制、大気汚染の浄化（環境保全）

災害時の避難場所（防災）

休息・憩いの場（レクリエーション）

生物の生息環境（環境保全）

自然景観の構成（景観）

運動・遊び・健康増進の場（レクリエーション）

散策・自然学習の場（レクリエーション）

森林による土砂災害の防止、河川や農地による

雨水の貯留（防災）

都市景観に風格を与える（景観）

省エネルギー化に寄与（環境保全）

イベント・交流の場（レクリエーション）

市街地の火災延焼の防止（防災）

田園風景の構成（景観）

その他
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問17 あなたは、市が主体となって実施する取り組みとして、郡⼭市にどのような緑に関する取り組み
を望みますか？（３つまで選択可） （回答者：315⼈）

市が主体となって実施する取り組みについて、「公園、街路樹等の適切な維持管理」が56.8％と最も多く、次い
で「森林、河川、湖沼等の自然環境・生態系の保全」49.2％、「既存公園の再整備」34.0％、「避難所やレクリエー
ション空間として活用できる場の整備」33.3％、「歴史的な緑（旧奥州街道松並木、浄土松等）の保全」31.4％と
なっている。

緑の質の満足度に管理の状態が影響していることに加え、市に対する要望も適切な維持管理が最も多い。

56.8%, (179人)

49.2%, (155人)

34.0%, (107人)

33.3%, (105人)

31.4%, (99人)

15.6%, (49人)

14.9%, (47人)

6.0%, (19人)

1.3%, (4人)

公園、街路樹等の適切な維持管理

森林、河川、湖沼等の自然環境・生態系の保全

既存公園の再整備

避難所やレクリエーション空間として活用できる場の

整備

歴史的な緑（旧奥州街道松並木、浄土松等）の保全

官民連携（Ｐａｒｋ－ＰＦＩの活用等）による

公園整備や緑化の推進

駅、市役所等の公共空間の緑化

民有地の緑化推進

その他
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※「その他」を選択した方の主な意見

・個人所有の放置農地など、手入れができない所の除草の手伝い

・市民農園増やしたらどうですか？

問18 あなたは、市⺠等への⽀援等として、郡⼭市にどのような緑に関する取り組みを望みますか？
（３つまで選択可） （回答者：315⼈）

市民などへの支援策等について、「農地の保全・農業従事者への支援」が43.5％と最も多く、次いで「緑に関わ
る活動場所の提供」36.8％、「家庭菜園、園芸への補助・助成」35.2％、「緑に関する情報発信」33.7％、「企業等
の緑化に対する助成」29.2％となっている。

43.5% (137人)

36.8% (116人)

35.2% (111人)

33.7% (106人)

29.2% (92人)

25.4% (80人)

14.6% (46人)

2.9% (9人)

農地の保全・農業従事者への支援

緑に関わる活動場所の提供

家庭菜園、園芸への補助・助成

緑に関する情報発信

企業等の緑化に対する助成

緑に関する勉強会、イベント等の開催

緑化の義務付け（新築時等）

その他
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問19 郡⼭市では、次のような緑化⽀援策を実施しています。このうち、あなたがご存知の⽀援策はあ
りますか？（複数選択可） （回答者：315⼈）

市が実施する緑化支援策の知名度について、「戸建住宅を新築又は購入した方への記念樹配布（緑あふれる
まちづくり事業）」が44.4％と最も多く、次いで「知っている取り組みはない」40.6％、「生垣設置への助成（緑あふ
れるまちづくり事業）」26.0％、「水と緑の環境を保全、育成していくための基金（水と緑のまちづくり基金）」13.3％
人となっており、取り組みを知らない方も多く、更なる周知が必要と考えられる。

44.4%, (140人)

40.6%, (128人)

26.0%, (82人)

13.3%, (42人)

9.5%, (30人)

7.0%, (22人)

1.0%, (3人)

戸建住宅を新築又は購入した方への記念樹配布

（緑あふれるまちづくり事業）

知っている取り組みはない

生垣設置への助成（緑あふれるまちづくり事業）

水と緑の環境を保全、育成していくための基金

（水と緑のまちづくり基金）

緑化プランター等、緑化資材の助成制度

（緑の街並みづくり事業）

各家庭で不要になった樹木等の情報を集め、

必要とする方々に情報を提供

（緑のリサイクルデータバンク事業）

その他の支援策
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・自宅周りの除草

・地元町内会９箇所の公園・ゴミ集積場のボランティア草刈清掃管理

※「その他」を選択した方の主な意見

問20 現在あなたが実践している（または、今後実践したい）緑に関する取り組みはありますか？
（複数選択可） （回答者：315⼈）

実践している（または、今後実践したい）緑に関する取り組みについて、「自宅の緑化（花壇、菜園、塀の生垣化
等）」が58.7％と最も多く、次いで「実践している（実践したい）取り組みはない」25.7％、「公園、河川等の美化活
動」22.2％、「緑に関する基金等への募金」8.3％となっている。美化活動などよりも、自宅の緑化への関心が高い
ことから、緑に関心を持ってもらうきっかけとして身近な緑に関する支援策の検討が必要であると考えられる。

58.7%, (185人)

25.7%, (81人)

22.2%, (70人)

8.3%, (26人)

4.4%, (14人)

1.6%, (5人)

自宅の緑化（花壇、菜園、塀の生垣化等）

実践している（実践したい）取り組みはない

公園、河川等の美化活動

緑に関する基金等への募金

自然愛護団体（ＮＰＯ等）への参加

その他
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学校毎にある菜園や花壇などをもっと有効活用して、子どもたちが樹木や野菜などに関われる機会を増やしてはどうか。そ
のために先生方の負担にならないよう専門知識・技術を活かして菜園や花壇を管理する担当者をボランティアや地域活動で
募ってはどうかと思う。地域の人と子どもたちとの交流の場にもなるのではないか。（60代・女性）

自然林を活かした森林公園を、市内の東西南北に整備して、それぞれ近くの市民が利用しやすくできるようにしたい。（60代・
男性）

市内の様々な公園を子どもと利用していますが、住宅街の中にあるような小さな公園の雑草やごみが落ちているのが気にな
ります。また、トイレも古いものが多く、子どもが嫌がり利用できなかったりします。（30代・女性）

緑を見ながら散歩できるような歩道や、サイクリングロードなどがあると市民の健康増進にもつながりよいと思う。（40代・女
性）

郡山市の玄関口である郡山駅の広場などに、木など緑がもっとあれば、都市と緑が合わさった景観が生まれ、綺麗な良いイ
メージが生まれるのではないかと考えました。（30代・男性）

近年の夏の暑さは異常な高温であり、熱中症で救急搬送される方は、毎年３ケタに及んでいます。市内の公園や緑地内に車
で駐車できるような、避暑スペース、歩行者が一休みできる木陰などを整備していただきたいと、思います。駅前周辺では、
信号待ちの歩行者向けにミストを放出するシステムなども良いかもしれません。（40代・男性）

適切な緑化が必要だと思います。街路樹については鳥の糞害や雑草管理がされていない場所が目立ち歩道も狭くなるため
撤去が望ましいと考えます。また、近所に公園予定地がありますが、何年も整備が進まず雑草が伸びています。雑草が伸び
ることにより蚊などの害虫も目立つようになってきました。せめて、フェンスで囲い、雑草管理をするだけでも広場として活用出
来るのですが。早急な改善をお願いいたします。（30代・男性）

以前は小さな公園や道路沿いの除草をしていたと思うのですが、震災以降あれ放題の所が多く見られます。開成山など大き
な公園はきれいに整備されていますが…。また、逢瀬川沿の桜が伐採されていて残念です。大きな公園以外でも整備される
といいなと思います。（40代・女性）

街路樹の剪定が樹木に関係なく行っている為花が見られないことがある。何時花芽が付くのかを調べて剪定してほしい。（70
代・男性）

郡山市は緑が多いと思いますが、反面、樹木の管理に手こずり、街路樹を五輪坊主に伐採する光景が見受けられる、将来
考えた街路樹の選定が必要と思います。（70代・男性）

緑の整備について

【街路樹・道路等】

緑の施策は地道な活動が必要と思うし、大切な物だと思います。町の中に小さな緑地があるととても癒やされます。使われな
くなった土地などを利用した小さな緑の公園づくりは今後もやってほしいです。（60代・男性）

【公園】

手入れがされてない緑は汚いし見苦しい。特に市内や歩道。歩道にある大木は台風や強風で倒れると二次災害になり兼ね
ない。手入れしてほしい。車を運転する人は歩道の木が右折左折時に死角になって車が見づらいと言ってました。手入れしな
いならいらないと思います。（50代・女性）

市民参加について

【街路樹・道路等】

【ボランティア】

個人個人で緑を増やそうとしても手入れが行き届かないので、定期的に家庭の植物の育て方やそのお手伝いをしてくださる
方が居ると心強く、たくさん植物を育てたいと意欲が湧くと思う。（40代・女性）

自宅や道路と地元公園近くにあるごみ集積場の草刈・清掃管理の呼びかけで緑化運動・綺麗なまちづくり運動は広まりま
す。（30代・男性）

緑の維持管理について

【公園】

問21 緑の施策について、ご意⾒やアイデアがあれば、ご⾃由にお書きください。
（回答者：86⼈）

21 / 22 



人により好みは違うと思いますが、福島市や山形市のように、小さい山が街中にあるのは素敵な風景だと思いました。残念な
がら、郡山市はどんどん山を切り崩して平地にしているので、こういった景観は叶わないと思っています。COVIDー19以降、
にわかに自転車が脚光を浴びているので、小さな山が街中にあったら、土の上でマウンテンバイクで楽しむなどもできたのに
なと思います。（30代・男性）

温暖化の進展で緑化が重要になってきています。市街地や郊外の緑化は、都市計画に合わせて推進する必要があります。
また、市街地の高層化が進んでいる中では、屋上緑化を推奨するのも案です。屋上緑化をすることで中心部の高温化の緩
和に寄与すると思います。これからは、環境面、温暖化面に焦点を当てながら、市街地、郊外の特性に応じた緑化が必要に
なってくると思います。（50代・男性）

憩いの場としての公園と災害時の避難場所としての両立が難しいと感じる。自然公園であればあまり手を入れてほしくない
し、災害時にはテントなどを張れる避難スペースも必要。特に感染症拡大時には避難施設には避難しづらい（したくない）の
で、最低限のライフライン設備（トイレと水、煮炊きの場所など）、気候や安全の条件が整えば、屋外でテントや車中での避難
も選択肢に入れたい。ニーズに応じての整備や使い分けができれば良いと思う。（50代・女性）

その他

災害後に河川に流れ着いた木々やナイロンのようなものが横たわったままになっていたりするが、自然保護の方法だったり、
河川の掃除だったりはどう取り組んでいるのか疑問だったりする。中々ウェブサイトを調べるという人も多くはないと思うので、
市の取り組み方、どう対応しているのかなど、特に災害後など落ち着いてからTVで特集してくれたりしたら分かりやすいのか
なぁと思う。誰かが大変な中取り組んでくれているのかなぁと考えたりするが、表立って見えてこないのが残念かと思う。（40
代・女性）

地球温暖化がますます進むなか、緑化は大切であり、官民連携して対応するべきだと思います。（20代・男性）

都市化が進むほど緑地帯が大切になる。全体としての緑地管理と緑地開発が重要と思う。水と緑のまち郡山がこれからも有
り続けてほしい。（70代・男性）

緑化は聞こえは良いが毎年の維持管理費が大変と思うので予算との兼ね合いがあると思います。一概に増やせとは言い難
いです。（70代・男性）

緑のあり方について

【緑のあり方】

戸建を購入した際、施策があったかはわからないが、さまざまな取り組みがあるのは知らなかった。力を入れたいならば、
もっと企業や市民へ周知すべきだと思う。（30代・女性）

【新制度の要望】

緑の推進は良いが、他人に迷惑をかけない、もしもかけたら行政が注意するような制度がほしい。（50代・男性）

【イベント・コミュニティ】

今までは何もしていませんでしたが、自宅にプランターや野菜の苗を植え始めました。育て方で悩む時があります。そういった
育て方を教えてもらえる場所があるといいですね（50代・女性）

先日久しぶりに大槻公園に行きました。コロナの影響で運動不足なので、手軽に歩ける場所を紹介する情報発信が必要だと
思います。キャンプやBBQができる場所、星空観測、湖南町の猪苗代湖畔、登山道の整備など良い場所が多くあるので、多
岐にお願いしたいです。（50代・女性）

近年住宅で庭木を植える家がめっきり減りました。全て車庫にして複数台置けるようにしていること、手間と維持費がかかる
ことが大きな要因です。ちょっとでも市からの支援があると助かります。我が家も自分が高齢化して先々不安です。（60代・男
性）

【市の方針】

市の方針について

公園や緑地を中心とした、新しいコミュニティづくりを推奨する。例えば緑地整備をしながらつながりをつくり、花見やイベント
で周辺住民のつながりをつくる。（60代・男性）

市の緑化支援制度について

【既存制度の周知】

緑のリサイクルデータバンク事業は初めて知った。庭木は家族同様。譲り受けてくれる人がいればぜひと思う人は多いと思
う。是非広く周知してほしい。（50代・女性）
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