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●2 長嶺プレイパーク

尾ノ上プレイパーク

●3 託南プレイパーク

●4 画図プレイパーク

●10 花園プレイパーク

●6 北部東プレイパーク

●7 楡木プレイパーク

●8 御幸プレイパーク

日吉プレイパーク

●9 プレイパーク城山

●5 壷川プレイパーク

●11 池田プレイパーク

●13

飽田南プレイパーク●14

●15

●12 龍田プレイパーク

●1 おもしろ村

遊びは日常的なもの

子どもにとって遊び場は、

行動圏内にあることが大切。

一見遠回りのようでも

子どもが欲求や感情を

思いっきり発散できる場を

つくることが

いろんなことを解決する

カギかもしれません。

｢やめなさい」の一言が遊び

心や挑戦する心を失わせるか

もしれません。

大人が遊ばせるのではなく、

子どもが自由に遊ぶのを見守

り、それを手伝うという姿勢。

この大人のかかわり方こそが

プレイパークの核となります。市内ではこれまでに15の地域 （団体） がプレイパークに取り組んでいます。

プレイパークを核として子どもの声がひびくまちを広げていきたいものです。

あなたの地域でもプレイパークに取り組んでみませんか。

仲間を探そう
　「なぜ外で遊ばなくなったのか」 「ど
うしたらもっと自由に遊ぶようになるか」
多くの人と話し合い、同じ気持ちをも
つ仲間を探すことから始めよう。

場所を見つけよう
　開催できる場所がどこに
あるか見つけよう。近くに
水道・トイレ（学校や公園）
があり、子どもたちが日常
的に往復できるところが望
ましい条件になります。

遊びの内容を考えよう
　「どんなふうに遊びたいか」子ども（中高生を
含む）の声をよく聞き、その地域（土地）の条
件を考え、遊びの内容を決めよう。

必要な遊び道具や材料を準備しよう
　参加者や住民にカンパを募ったり、地域各種
団体から助成金をもらうなど活動資金を確保し
よう。

プレイリーダーをおこう
　子どもたちが思いっきり遊べるようにプレイリーダー
もしくは地域の世話人を配置しよう。

近隣住民へチラシを配ろう
　当日は、木を燃やしたりし
て埃や煙が発生するのでチラ
シ等を配布回覧し事前に理解
と協力を得ておこう。

当日は思いっきり遊ぼう
　当日は、子どもと一緒に遊びまく
ろう。そんな大人の姿が子どもの
遊び心を呼び覚まします。

プレイパークの作り方

＋仲 間 プレイパーク自由な
遊び

プレイ
リーダー空 間 ＋ ＋ ＝

地域には
木工やパン焼きなど
技を持った人が
いるものです

何よりも大人自身が
楽しむことが
一番なのですね！

　市では要望に応
じ地域での説明会
を開催します。

　市では遊び材料
道具費の支援やプ
レイリーダーの派
遣を行っています。

遊ぶ時間

遊ぶ空間

遊ぶ仲間

遊び
に必要な3つの間

遊
び

●4 画図プレイパーク
　画図プレイパーク実行委員会が中心となり江津湖
や田んぼで開催された一日プレイパーク。

竹と縄でイカダづくり、イカダで島にわた
りターザンロープ、ダンボール遊び、田ん
なかサッカーなど

遊
び

●5 壷川プレイパーク
　まちづくりの会が中心となり校区内の坪井川遊水
地を活用した準常設プレイパーク。

竹や草を使って隠れ家づくり、廃材で机
やイスを作る木工遊び、農業体験など

遊
び

●6 北部東プレイパーク
　青少協と自治会が中心となり神社境内横の広場
を借り平成13年に開設された準常設プレイパーク。

手作りブランコ、竹のぼり、竹細工、ダ
ンボール遊び、宝探しなど

遊
び

●1 おもしろ村
　昭和63年にIPAくまもとが始めた熊本初の一日
プレイパーク。水前寺江津湖公園で毎年8月末に開
催される。

遊ぼうパン、江津湖へ飛び込むターザンロー
プ、イカダ遊び、ペインティングなど

遊
び

●7 楡木プレイパーク
　まちづくり委員会が中心となり、楡木小学校横の
田んぼで開催される一日プレイパーク。

どろんこフラッグ、どろんこスキー、ボー
ル探し、ダンボール遊びなど

遊
び

●10 花園プレイパーク
　まちづくり委員会が中心となり遊休地を活用し平
成15年に開設した準常設プレイパーク。巨大なシ
ンボルタワーを建設。

シンボルタワー、ターザンロープ、弓矢、
焼き芋、ダンボールで基地づくりなど

遊
び

●2 長嶺プレイパーク
　いつでも、木登り、どろんこ遊び、焚き火ができ
る。パン焼き釜、いろり付宿泊所もある準常設プレ
イパーク。

シンボルタワー、樹木でのロープ・ハンモッ
ク遊び、五右衛門風呂、泥あそびなど

遊
び

●8 御幸プレイパーク
　青少協が中心となり公園で開催される一日プレイ
パーク。

木工・竹とんぼづくり、ダンボール遊び
など

遊
び

●11 池田プレイパーク
　青少協が中心となり校区内の公園で平成15年か
ら開催されている一日プレイパーク。

竹きり、竹炭づくり、ロッククライミング、
ダンボールで基地作りなど

遊
び

●13 日吉プレイパーク
　日吉小学校のおやじの会が中心となり小学校の
運動場を活用して開催された一日プレイパーク。

パン焼き、水あそび、ペインティング、竹
灯篭、木工芸、竹細工など

遊
び

●3 託南プレイパーク
　託南プレイパーク実行委員会が中心となり田んぼ
を利用し田植え前と稲刈り後に開催される一日プレ
イパーク。

どろんこ遊び、手作りの滑り台やターザ
ンロープ、ダンボールやわら家づくり

遊
び

●9 プレイパーク城山
　プレイパーク実行委員会が中心となり開催される
一日プレイパーク。

スポーツチャンバラ、パン焼き、木工・
竹細工、ベーゴマ、凧あげなど

遊
び

●12 龍田プレイパーク
　まちづくり協議会が中心となり中学校裏の民有地
（環境保護地区）を活用し、平成15年に開設した準
常設プレイパーク。

竹きり、竹細工、じんとり、ベーゴマ、
秘密基地、ブランコ、たけのこ掘りなど

遊
び

●15 尾ノ上プレイパーク
　まちづくりの会が中心となり校区内の公園を活用
して開催された一日プレイパーク。

ダンボールの家作り、紙飛行機作り、どろ
んこ遊び、トランポリン、餅つき・餅投げ
など

遊
び

●14 飽田南プレイパーク
　プレイパーク実行委員会が中心となりボーイスカ
ウトの協力で開催される一日プレイパーク。

飯ごう炊飯、水鉄砲作り、弓作りなど

名　　称 開催場所（住所） 開催日時 プレイパーク
の形態

主 な 遊 び
開設年月

●1 おもしろ村 S63.5 水前寺江津湖公園 市有地 毎年8月末 ● ● ● ● ● ● 一日

●2 長嶺プレイパーク Ｈ11.11 戸島西7-10-27 民有地 奇数月 ● 　 ● ● ● ● 準常設

●3 託南プレイパーク Ｈ12.6 託麻南小学校隣の田んぼ 民有地 6月・11月 ● ● ● 　 ● ● 一日

●4 画図プレイパーク Ｈ１2.8 画図小学校南側の田んぼなど 民有地 不定期 　   　 ● 　 一日

●5 壷川プレイパーク Ｈ１3.3 坪井川遊水地 県有地 不定期 ● ● ●   ● 準常設

●6 北部東プレイパーク Ｈ１3.3 鶴羽田町（菅原神社）など 民有地　　
（共有地）  不定期 ● 　 ● ● 　 ● 準常設

●7 楡木プレイパーク Ｈ１4.6 楡木小学校西門横の田んぼ 民有地 不定期 　 　 　 　 ● 　 一日

●8 御幸プレイパーク Ｈ14.12 笛田中央公園など 市有地 不定期 ● 　 ●  　 　 一日

●9 プレイパーク城山 Ｈ14.12 城山小学校運動場など 市有地 12月 ● 　 ● 　  ● 一日

●10 花園プレイパーク Ｈ15.5 花園3丁目283番地 市有地 不定期 ● ● ● ● ●  準常設

●11 池田プレイパーク Ｈ15.10 池田2丁目（まちの広場） 市有地 不定期 ● 　 ● 　 　 ● 一日

●12 龍田プレイパーク Ｈ15.12 龍田中学校西側の山林 民有地 不定期 ● ● ● 　 　 ● 準常設

●13 日吉プレイパーク Ｈ18.8 日吉小学校運動場 市有地 不定期 ● ● ●   ● 一日

●14 飽田南プレイパーク Ｈ18.9 護藤町1703番地 民有地 不定期 ● ● ●    一日

●15 尾ノ上プレイパーク Ｈ18.10 錦ケ丘公園 市有地 不定期   ●  ●  一日

※プレイパークの詳細な場所及び開催日時は、青少年育成課までお問い合わせください。
※プレイパーク実施団体は、H19.2.1現在の実績に基づいています。

木工・竹水火 シンボル
タワー どろんこ パン焼き


