
せたがや散歩日和　第16回
近世から現代まで、
世田谷という土地に重ねられた
歴史を味わう

P10

P13
未来を紡ぐ人

宇佐美 武志さん

あ　す

トラまちのコレまでと
コレからを考える
小泉 秀樹さん

P7

ひ
と
・ま
ち・自
然
が

共
生
す
る
世
田
谷
へ
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区
民
主
体
の
参
加
・
連
携
・
協
働
の
ま
ち
づ
く
り

「
ひ
と
・
ま
ち
・
自
然
が
共
生
す
る
世
田
谷
」へ

　
行
政
は
土
日
が
休
み
だ
っ
た
り
し

て
、
正
直
、
地
域
の
中
で
課
題
を
抱

え
て
い
る
方
た
ち
に
は
そ
れ
で
は
と

て
も
不
十
分
で
す
。
必
要
な
の
は
、

そ
こ
を
埋
め
て
い
く
と
い
う
か
、
そ

う
い
う
と
こ
ろ
に
力
を
注
い
で
い
く

こ
と
な
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す

が
、
自
分
た
ち
で
は
足
り
な
い
、
十

分
で
は
な
い
と
い
う
認
識
が
行
政
に

な
い
と
、
そ
れ
以
上
は
進
ま
な
い
と

思
い
ま
す
。そ
の
あ
た
り
を
ト
ラ
ま

ち
さ
ん
に
も
っ
と
ア
ピ
ー
ル
し
て
も

ら
い
、
両
者
の
間
に
立
っ
て
調
整
役

み
た
い
な
こ
と
を
し
て
い
た
だ
け
る

と
、
行
政
・
住
民
の
両
方
に
と
っ
て

い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

春
日
　
我
々
に
相
談
が
来
る
よ
う

な
そ
う
い
う
つ
な
が
り
を
つ
く
っ
て

い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。ま
ず
は

し
っ
か
り
信
頼
関
係
を
つ
く
っ
て
い

く
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

井
上
　
ト
ラ
ま
ち
さ
ん
は
身
近
な

窓
口
と
し
て
し
っ
か
り
住
民
の
中
に

認
識
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
住

民
の
皆
さ
ん
が「
ま
ず
行
っ
て
み
よ

う
」
と
い
う
の
は
、
行
政
の
窓
口
で

は
な
く
ト
ラ
ま
ち
さ
ん
だ
と
思
う

ん
で
す
。そ
の
信
頼
を
裏
切
っ
て
は

い
け
な
い
の
で
す
が
、
た
だ「
あ
な

た
の
と
こ
ろ
は
い
い
よ
、い
い
よ
」と

言
っ
て
い
る
だ
け
で
は
だ
め
で
、
全

体
を
見
回
し
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は

辛
口
の
こ
と
も
言
う
と
い
う
と
こ
ろ

が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

春
日（
ト
ラ
ま
ち
理
事
長
）　
本
日

は
お
忙
し
い
な
か
お
集
ま
り
い
た

だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。
早
速
で
す
が
、
当
財
団
の
こ

れ
ま
で
、
ま
た
今
後
に
つ
い
て
の
ご

意
見
な
ど
を
伺
っ
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

　
ま
ず
、
私
ど
も
一
般
財
団
法
人

世
田
谷
ト
ラ
ス
ト
ま
ち
づ
く
り
の

意
義
・
あ
り
か
た
に
つ
い
て
、
ど
の

よ
う
に
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

井
上
　
ト
ラ
ま
ち
さ
ん
は
行
政
と

住
民
の
間
に
立
つ
よ
う
な
位
置
だ

と
思
い
ま
す
の
で
、
財
団
の
考
え
る

「
ま
ち
づ
く
り
」
は
、
行
政
の「
○

○
計
画
」
な
ど
と
い
う
の
で
は
な

く
、
住
民
主
体
の
、
住
民
発
意
の

動
き
に
寄
り
添
っ
て
い
く
よ
う
な
も

の
だ
と
思
う
ん
で
す
。
住
民
主
体

と
い
っ
て
も
行
政
の
持
つ
い
い
意
味

で
の
公
平
性
を
持
っ
て
、
全
体
を
見

回
し
て
調
整
し
て
い
く
こ
と
は
必

要
で
す
の
で
、
ト
ラ
ま
ち
さ
ん
は
そ

こ
を
う
ま
く
や
っ
て
い
た
だ
け
る
と

い
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

世田谷区指定有形文化財 成城みつ池緑地 旧山田邸 居間にて
左から 井上文さん、浅海義治さん、春日理事長、柴田真希さん、中西修一さん。

２０１７年は当財団（トラまち）の前身である

（財）世田谷区都市整備公社内に設立されたまちづくりセンターの発足、

公益信託世田谷まちづくりファンドの設立から25年を迎え、

また来年は同じく前身の（財）せたがやトラスト協会発足から30年目を迎えるなど、

当財団にとって節目の年となりました。

そこで、日ごろから当財団事業にもご協力いただき

地元密着でまちづくり活動やトラスト運動を進めてこられた4人の方々に、

当財団の活動支援や今後のありかたなどについてお話を伺いました。
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行
政
と
民
間
の
境
界
領
域
に
い
る
こ
と
で
、

両
方
の
考
え
方
・
情
報
が
ト
ラ
ま
ち
に
入
っ

て
き
ま
す
。
様
々
な
視
点
の
カ
オ
ス
み
た
い

な
と
こ
ろ
だ
か
ら
こ
そ
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の

素
地
が
生
ま
れ
る
と
思
う
ん
で
す
。「
ク
リ

エ
イ
テ
ィ
ブ・カ
オ
ス
」と
で
も
言
う
ん
で
し
ょ

う
か
。
境
界
領
域
は
発
想
空
間
で
も
あ
る
の

で
、そ
こ
を
活
か
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

柴
田
　
私
は
ト
ラ
ま
ち
さ
ん
と
の
関
わ
り
は

井
上
さ
ん
ほ
ど
深
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
外

か
ら
見
て
、
あ
る
役
割
を
担
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
と
い
う
の
は
明
確
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
例
え
ば
、空
き
家
を
活
用
す
る
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
を
長
く
や
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
資

源
の
保
存
・
有
効
活
用
と
い
う
意
味
で
ど

ん
ど
ん
進
め
て
い
か
れ
る
べ
き
で
す
。け
れ
ど

も
、
例
え
ば
福
祉
の
視
点
で
の
ア
プ
ロ
ー
チ

と
し
て
空
き
家
活
用
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
福
祉
全
て
を
担
え
る

わ
け
で
は
な
い
の
で
、
今
の
ト
ラ
ま
ち
さ
ん
の

ス
タ
ン
ス
で
一
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
守
っ
て
い

く
と
い
う
こ
と
で
十
分
役
割
は
担
っ
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ト
ラ
ま
ち
だ
か
ら
で
き
る
こ
と

中
西
　
現
在
、
世
田
谷
区
で
は
特
別
保
護

区
や
面
積
が
広
い
緑
地
だ
け
で
動
植
物
調

査
が
行
わ
れ
て
い
て
、ま
ち
な
か
が
ど
う
な
っ

て
い
る
の
か
全
然
わ
か
ら
な
い
状
態
で
す
。

　
世
田
谷
の
み
ど
り
の
状
況
を
把
握
す
る
た

め
に
も
、
様
々
な
ノ
ウ
ハ
ウ
を
持
つ
ト
ラ
ま
ち

さ
ん
に
は
調
査
を
続
け
て
いっ
て
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
。

　
た
だ
、
今
の
人
材
状
況
で
世
田
谷
全
域
の

調
査
を
新
た
に
や
る
こ
と
は
大
変
で
す
の
で
、

シ
ス
テ
ム
を
つ
く
っ
て
い
く
べ
き
だ
と
思
い
ま

す
。
世
田
谷
に
は
学
校
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
大
学
の
サ
ー
ク
ル
や
研
究
室
な
ど
と
一

緒
に
や
っ
て
い
く
よ
う
な
調
査
方
法
を
考
え

て
、試
し
に
や
っ
て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
と「
見
え
る
化
」で
す
ね
。
報
告
書
の

中
の
リ
ス
ト
で
は
な
く
、
そ
れ
を
区
民
の
方

に
わ
か
り
や
す
く
紹
介
す
る
。か
つ
、
調
査

を
し
な
が
ら
デ
ー
タ
を
蓄
積
す
る
と
い
う
こ

と
を
続
け
て
い
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

　
情
報
調
査
に
つ
い
て
は
、ま
ち
づ
く
り
フ
ァ

ン
ド
で
も
花
壇
や
み
ど
り
に
興
味
が
あ
る
団

体
が
結
構
い
ま
す
し
、
国
分
寺
崖
線
の
周
り

に
は
専
門
的
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
し
て

い
る
方
た
ち
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。そ
こ
を

つ
な
ぐ
、コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
す
る
、
そ
う
い
う

シ
ス
テ
ム
を
ト
ラ
ま
ち
さ
ん
に
構
築
し
て
い

た
だ
け
た
ら
い
い
な
と
思
い
ま
す
。

　
今
の
行
政
は
そ
の
部
分
が
欠
け
て
い
る

と
感
じ
て
い
ま
す
。「
区
民
は
み
ん
な
お
客

様
」み
た
い
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
表
面
的
に

は
美
味
し
い
言
葉
で
ソ
フ
ト
に
言
わ
れ
て
し

ま
う
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
が
、「
こ

う
い
う
施
策
を
や
る
の
に
そ
れ
は
間
違
っ
て

い
る
」
と
ま
で
は
言
わ
な
く
て
も
、「
こ
う
い

う
考
え
方
な
の
で
す
か
ら
」と
言
っ
て
、そ
れ

を
納
得
し
て
も
ら
う
と
い
う
姿
勢
を
行
政
も

持
っ
て
ほ
し
い
。そ
の
あ
た
り
の
通
訳
的
な
こ

と
を
ト
ラ
ま
ち
さ
ん
に
や
っ
て
ほ
し
い
と
思
い

ま
す
ね
。

春
日
　
行
政
に
も
区
民
に
も
時
に
は
辛
口

で
、で
す
ね（
笑
）。

井
上
　
は
い
。

浅
海
　
ト
ラ
ま
ち
に
は
、
行
政
と
住
民
の
間

に
立
つ
役
割
に
加
え
、
事
業
者
と
地
域
を
つ

な
ぐ
な
ど
、
民
間
セ
ク
タ
ー
と
地
域
と
の
連

携
を
広
げ
る
役
割
が
今
日
的
に
重
要
に
な
っ

て
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
空
き

家
活
用
（※1）
な
ど
が
そ
の
一
例
に
な
り
ま
す
。

柴
田
　
こ
の
旧
山
田
邸
の
よ
う
な
建
物
や
ま

ち
の
み
ど
り
、
国
分
寺
崖
線
な
ど
、い
ろ
い

ろ
な
資
源
を
保
全
し
地
域
活
動
に
つ
な
げ
て

い
く
活
動
は
と
て
も
有
意
義
で
、
ト
ラ
ま
ち

さ
ん
な
ら
で
は
の
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
観

光
の
視
点
か
ら
見
て
も
、み
ど
り
の
豊
か
さ

は
大
き
い
要
素
で
す
し
、
そ
う
い
う
意
味
で

は
、そ
の
一
翼
を
担
っ
て
い
ら
し
て
、
世
田
谷

の
特
徴
の
ひ
と
つ
を
支
え
続
け
て
い
る
と
思

い
ま
す
。

浅
海
　
今
、ど
の
自
治
体
も
様
々
な
市
民
活

動
の
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、そ
の
中
に
も

や
は
り
縦
割
り
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
ん
だ

と
思
い
ま
す
。ト
ラ
ま
ち
の
強
み
は
、
分
野

横
断
的
な
活
動
を
行
う
人
々
が
集
ま
っ
て
き

て
い
る
場
所
で
あ
る
こ
と
に
あ
り
、
今
の
既

成
の
分
野
に
は
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
新
た
な

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ハ
ブ
を
形
成
し
て
い
る
こ
と

に
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。こ
れ
を
自
分
た
ち

の
強
力
な
メ
リ
ッ
ト
だ
と
認
識
し
て
、
次
代

の
ま
ち
づ
く
り
に
ど
う
や
っ
て
生
か
す
か
を

検
討
し
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

　
も
う
ひ
と
つ
の
強
み
は
、
行
政
と
の
パ
イ

プ
が
あ
っ
て
施
策
化
が
で
き
る
。
財
団
の
中

で
事
業
を
起
こ
せ
る
こ
と
で
す
。こ
れ
は
社

会
の
中
に
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
を
つ
く
っ
て
い
く
と

い
う
上
で
、
す
ご
く
強
力
な
こ
と
で
す
の
で
、

こ
れ
ら
を
連
動
さ
せ
な
が
ら
う
ま
く
動
い
て

い
く
こ
と
が
今
後
財
団
に
と
っ
て
必
要
だ
と

思
い
ま
す
。

中
西
　
先
日
、多
摩
川
に
近
い
緑
地
が
区
画

整
理
で
囲
ま
れ
て
し
ま
っ
て
道
に
も
接
し
て

い
な
い
、
水
道
も
な
い
と
い
う
状
態
に
な
り
、

こ
れ
を
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
と
い
う
話
が
あ

り
ま
し
た
。

　
そ
の
と
き
に
ト
ラ
ま
ち
さ
ん
が
国
土
交
通

省
、
世
田
谷
区
の
み
ど
り
と
み
ず
政
策
担
当

部
、
道
路
・
交
通
政
策
部
な
ど
を
横
断
的
に

つ
な
い
で
く
だ
さ
っ
て
、こ
ん
な
使
い
方
が
い

い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
組
み
立
て
て
く
れ
ま
し

た
。こ
れ
は
行
政
に
は
で
き
な
い
。い
ろ
い
ろ

な
行
政
の
窓
口
と
つ
な
が
り
の
あ
る
ト
ラ
ま

ち
さ
ん
だ
か
ら
で
き
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
し

た
。
力
強
い
で
す
ね
。

時
代
と
と
も
に
変
わ
る「
ま
ち
づ
く
り
」と

ト
ラ
ま
ち
の
今
後
に
向
け
て

井
上
　
振
り
返
る
と
、
最
初
の
こ
ろ
の
ま
ち

づ
く
り
は
一
握
り
の
コ
ア
な
と
こ
ろ
で
や
っ
て

い
た
か
ら
こ
そ
、
熱
を
持
っ
て
純
粋
に
で
き
て

い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
現
在
の
ま
ち
づ
く

り
は
も
っ
と
一
般
化
し
て
き
て
い
て
、
継
続

の
た
め
の
経
済
的
な
問
題
な
ど
様
々
な
状
況

の
変
化
で
昔
と
は
違
う
も
の
に
な
っ
て
き
て

春
日
　
世
田
谷
に
は
環
境
系
の
団
体
も
多

く
、
財
団
に
も
22
の
ト
ラ
ス
ト
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

団
体
が
あ
り
ま
す
。
団
体
の
メ
ン
バ
ー
、
参

加
者
の
高
齢
化
と
い
う
実
情
も
あ
り
ま
す

の
で
、
今
、
お
話
の
あ
っ
た
大
学
の
サ
ー
ク
ル

と
の
連
携
は
様
々
な
可
能
性
が
広
が
り
ま
す

ね
。

中
西
　
学
生
た
ち
が
授
業
や
研
究
の
中
で

調
査
を
し
な
が
ら
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
た
ち

と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ
く
っ
て
い
く
よ
う
に
な

れ
れ
ば
、
少
し
若
返
り
が
で
き
る
ん
じ
ゃ
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　
本
当
は
30
代
、
40
代
の
子
育
て
世
代
が

参
加
し
て
く
だ
さ
る
の
が
い
い
ん
で
す
け
ど
。

土
日
に
活
動
し
な
が
ら
子
ど
も
た
ち
を
遊
ば

せ
て
、
自
分
た
ち
も
そ
の
中
に
入
っ
て
い
く
と

い
う
の
が
で
き
れ
ば
い
い
で
す
よ
ね
。

春
日
　
今
、
働
き
方
改
革
が
動
い
て
い
ま
す

か
ら
ね
。

中
西
　
そ
う
い
う
も
の
に
う
ま
く
乗
れ
れ
ば

い
い
と
思
い
ま
す
。

（※1）空き家等地域貢献活用相談窓口
区内にある空き家等を地域資源と捉え、地域にひらき有効活用することで、地域コミュニティの活性化・再生
をめざします。窓口では、空き家等のオーナーと活用団体とのマッチングを行っています。

S y m p o s i u m

建築設計事務所を主宰する傍ら、地域の
力を集めて、住民主体によるこれからの住
まいづくりやまちづくりのありかたを考え
創りだしていこうと、住まい・場づくりの
相談・コーディネート事業を行っている。
まちづくりファンド「まちづくりハウス」
部門助成（'96－'98年）後、'00年NPO法
人化。「子ども食堂」など様々な地域課題
解決に向けたプロジェクトに取り組み、実
践経験と専門性を活かして地域共生のい
えの専門家等まちづくりの多方面で活躍。
小さな森のオーナーでもある。

専業主婦ののち、男女共同参画センター
区民スタッフとして情報誌の企画編集に
携わる。その後仲間と女性のための地域
情報誌を自主発行。'07年にNPO法人化。
世田谷線沿線を中心に、東急電鉄との共
催事業や商店街との連携事業などをすす
めている。'10年、まちづくりファンド「ま
ちを元気にする拠点」部門の助成を受け、
東急世田谷線山下駅構内にまちなか観光
情報発信・地域交流拠点「たまでんカフェ
山下」をオープン。世田谷区提案型協働事
業事務局。'17年より当財団理事。

自然環境コンサルタントとして、1989年
より区内の動植物を対象とした自然環境
調査に関わる。子どもの自然河川での体
験・環境学習をすすめる住民・行政連携
プロジェクト「せたがや水辺の楽校」を運
営。また、当財団のボランティア育成や調
査研究に協力。'12年、まちづくりファンド

「まちを元気にする拠点」部門の助成によ
り多摩川河川敷に防災拠点を兼ねた「は
らっぱ」を整備。'14年、多摩川をフィール
ドに子どもの遊び場を運営する法人を設
立。世田谷区環境審議会委員。

'80年代後半、UCバークレイ大学院にて
ランドスケープデザインと都市計画を学
んだ後、現地の市民参加コンサルタント
にて実務経験を積む。‘91年に世田谷ま
ちづくりセンター立ち上げのため、（財）世
田谷区都市整備公社に入所。'05年、まち
づくりセンター所長。'06～'15年トラス
トまちづくり課長。'13年、氷見市の高校
体育館を庁舎として再利用するための整
備計画ワークショップ「新市庁舎デザイン
ワークショップ」に協力。'16年より現職。
著書に「参加のデザイン道具箱」など。

柴
しば

田
た

 真
ま

希
き

 さん
NPO法人まちこらぼ代表理事

井
いの

上
うえ

 文
あや

 さん
NPO法人せたがやオルタナ
ティブハウジングサポート

（SAHS）代表理事

中
なか

西
にし

 修
しゅういち

一  さん
NPO法人せたがや水辺
デザインネットワーク理事

浅
あさのうみ

海 義
よし

治
はる

 さん
氷見市まちづくり推進部
都市・まちづくり政策監
前トラストまちづくり課統括課長
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来
に
す
ご
い
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
目
利
き
を
す
る
。ト
ラ
ま
ち
だ
け
で

見
つ
け
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
は
、
学
識
者

や
市
民
活
動
団
体
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
と
協
力
し

て
見
つ
け
、そ
れ
を
大
き
く
育
て
て
い
く
。そ

う
い
う
こ
と
に
も
っ
と
自
覚
的
で
あ
る
ほ
う

が
い
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

　
そ
れ
と
、ま
ち
づ
く
り
が
仕
事
と
し
て
し
っ

か
り
と
成
り
立
っ
て
い
く
よ
う
な
世
界
と
い

う
か
、
産
業
の
始
点
を
つ
く
っ
て
い
く
と
い
う

こ
と
も
、
こ
れ
か
ら
ト
ラ
ま
ち
が
頭
の
中
に

入
れ
て
お
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
ね
。

井
上
　
私
は
ト
ラ
ま
ち
さ
ん
の「
ひ
と
・
ま

ち
・
自
然
」の
３
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
を
も
っ
と

う
ま
く
連
携
で
き
た
ら
と
思
う
ん
で
す
。

　
例
え
ば「
ま
ち
づ
く
り
の
団
体
」と「
空
き

家
」と「
３
軒
か
ら
は
じ
ま
る
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ

支
援
（※3）
」を
つ
な
ぐ
な
ど
、み
ん
な
が
協
力
し

て
地
域
資
源
を
守
り
、ま
ち
の
環
境
を
考
え

て
い
く
取
り
組
み
に
つ
な
げ
て
い
け
た
ら
い
い

で
す
よ
ね
。

　
ま
ち
づ
く
り
の
団
体
の
中
で「
ま
ち
の
緑

化
を
一
緒
に
や
ろ
う
よ
」
と
い
う
よ
う
な
と

こ
ろ
が
あ
っ
た
ら
、そ
れ
を
ト
ラ
ま
ち
さ
ん
で

応
援
す
る
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
ス
ム
ー

ズ
に
で
き
る
と
う
ま
く
進
む
と
思
い
ま
す
。

中
西
　
そ
う
で
す
ね
。
落
ち
葉
が
汚
い
と

か
、
虫
が
い
や
だ
と
い
う
声
が
あ
る
と
き
は
、

ト
ラ
ま
ち
さ
ん
か
ら「
そ
う
い
う
こ
と
が
生

物
多
様
性
、生
態
系
サ
ー
ビ
ス
の
一
つ
で
あ
っ

て
…
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
き
ち
ん
と
伝

え
る
こ
と
が
で
き
る
と「
あ
あ
、そ
れ
は
い
い

ね
。じ
ゃ
、や
っ
て
み
よ
う
か
」と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
よ
ね
。

　
区
民
の
活
動
に
対
し
て
、こ
う
い
う
動
き

が
あ
っ
た
ら
も
っ
と
ま
ち
の
人
や
子
ど
も
た

ち
を
巻
き
込
め
る
と
か
、助
成
を
す
る
と
か
、

こ
こ
の
団
体
と
あ
そ
こ
が
つ
な
が
る
と
お
も

し
ろ
い
と
か
…
。ト
ラ
ま
ち
さ
ん
の
持
つ
情

報
や
培
っ
て
き
た
ノ
ウ
ハ
ウ
を
駆
使
し
て
活

動
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
し
て
も
ら
え
る
と
、そ

れ
は
地
域
に
と
っ
て
は
す
ご
い
力
に
な
る
と
思

い
ま
す
ね
。

浅
海
　
ト
ラ
ま
ち
の
職
員
は
、
自
分
た
ち
は

支
援
す
る
側
だ
と
思
い
が
ち
で
す
が
、
市
民

と
一
緒
に
ま
ち
づ
く
り
を
す
る
プ
レ
ー
ヤ
ー

の
一
人
と
い
う
意
識
で
動
い
て
ほ
し
い
で
す

ね
。そ
う
す
る
こ
と
で
初
め
て
支
援
に
必
要

な
こ
と
も
見
え
て
く
る
と
思
う
ん
で
す
。ま

ず
は
世
田
谷
の
ま
ち
が
こ
う
な
る
と
い
い
よ

ね
と
い
う
夢
を
区
民
と
一
緒
に
描
い
て
、
そ

の
中
で
自
分
が
で
き
る
こ
と
は
何
な
の
か
、

常
に
そ
の
原
点
か
ら
考
え
る
こ
と
が
一
人
一

人
の
職
員
が
持
つ
べ
き
大
切
な
姿
勢
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。

　
そ
し
て
財
団
と
し
て
は
、
支
援
に
加
え
、

プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
的
な
感
覚
で
次
の
ま
ち
づ

く
り
の
展
開
を
区
民
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
と
一

緒
に
つ
く
っ
て
いっ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

春
日
　
貴
重
な
ご
意
見
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。ト
ラ
ま
ち
は
皆
様
の
ご
意
見
を
踏

ま
え
、「
ひ
と
・
ま
ち
・
自
然
が
共
生
す
る

世
田
谷
」の
実
現
を
め
ざ
し
て
引
き
続
き
取

り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。（
財
団
の
取
り
組

み
・
展
望
は
6
ペ
ー
ジ
お
よ
び
9
ペ
ー
ジ
へ
）

成
城
み
つ
池
緑
地
・
旧
山
田
邸

（
世
田
谷
区
指
定
有
形
文
化
財
）

昭
和
12
年
頃
に
建
て
ら
れ
た
ス
ペ
イ
ン
風
の
木
造

洋
風
住
宅
。
庭
園
部
に
新
設
さ
れ
た
デ
ッ
キ
か
ら

は
成
城
み
つ
池
緑
地
を
間
近
に
望
む
こ
と
が
で

き
、国
分
寺
崖
線
の
み
ど
り
豊
か
な
環
境
の
中
に

建
つ
瀟
洒（
し
ょ
う
し
ゃ
）な
洋
館
に
佇
む
と
、往

時
の
成
城
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
偲
ば
れ
る
。
当
財
団

に
よ
り
管
理
運
営
。

《
所
在
地
》 

成
城
4
ー
20
ー
25

《
開
館
時
間
》 

午
前
9
時
30
分
～
午
後
4
時
30
分

《
休
館
日
》 

毎
週
月
曜（
月
曜
が
祝
祭
日
の
場
合

　
　
　
　 

は
翌
平
日
）・
年
末
年
始（
12
月
29
日

　
　
　
　 

～
1
月
3
日
）

《
入
館
料
》 

無
料

　
　
　
　 

※
コ
ー
ヒ
ー
サ
ー
ビ
ス
あ
り（
有
料
）

《
交
通
》 

小
田
急
線「
成
城
学
園
前
駅
」北
口
ま
た

　
　
　
は
西
口
か
ら
徒
歩
13
分

※
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
寄
り
の
公
共
交
通

　
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

い
ま
す
。そ
の
時
代
に
合
っ
た
ま
ち
づ
く
り
の

あ
り
か
た
を
探
し
て
い
く
と
き
に
、
広
く
経

済
性
や
専
門
性
な
ど
も
絡
め
て
考
え
な
い
と

い
け
な
い
。こ
れ
か
ら
の
若
い
方
た
ち
に
は
頑

張
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
ね
。

柴
田
　
団
塊
の
世
代
の
方
た
ち
が
立
ち
上

げ
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
の
活
動
団
体
は
、
今
後
活

動
の
終
息
の
仕
方
な
ど
、
不
安
を
抱
い
て
い

る
と
こ
ろ
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

活
動
自
体
は
ほ
か
の
人
に
伝
え
る
こ
と
が

財
産
で
あ
っ
た
り
し
ま
す
が
、
そ
の
団
体
自

体
で
継
続
し
て
い
く
の
は
難
し
い
の
で
、
そ

ん
な
と
こ
ろ
を
ト
ラ
ま
ち
さ
ん
に
フ
ォ
ロ
ー

し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

中
西
　
活
動
に
つ
い
て
は
、
自
然
を
残
し
た

い
、
次
代
に
つ
な
ぎ
た
い
と
い
う
思
い
を
持
つ

人
た
ち
が
い
れ
ば
続
い
て
は
い
く
の
で
す
が
、

そ
こ
に
は
資
金
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。今
は
、

助
成
金
で
成
り
立
っ
て
い
る
団
体
は
続
け
る

こ
と
が
難
し
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
僕
ら
は

企
業
と
一
緒
に
や
っ
て
い
く
と
い
う
選
択
を

し
て
い
ま
す
。

浅
海
　
こ
れ
ま
で
公
益
信
託
世
田
谷
ま
ち
づ

く
り
フ
ァ
ン
ド
（※2）
は
、様
々
な
団
体
を
掘
り
起

こ
し
、
市
民
活
動
の
土
壌
を
肥
沃
に
し
て
い

く
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
十
分
以
上
の
こ
と

を
や
っ
て
き
た
と
思
い
ま
す
。た
だ
、フ
ァ
ン

ド
に
頼
ら
ず
に
様
々
な
活
動
が
生
ま
れ
る
と

い
う
状
況
に
な
り
つ
つ
あ
る
今
、
土
壌
を
広

げ
る
こ
と
の
次
の
ス
テ
ー
ジ
を
考
え
な
く
て

は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
次
の
時
代
を
見
据
え
た
と
き
に
、
今
い
ろ

い
ろ
な
活
動
の
種
が
あ
る
中
で
、
こ
れ
は
未

（※2）公益信託世田谷まちづくりファンド
公益信託制度を活用したまちづくりの市民参画型ファンドで、選定は公
開審査会で行われます。交流会の開催を通して活動グループ相互の情
報交換や学習、ネットワーク形成の機会を設けています。

（※3）3軒からはじまるガーデニング支援制度
誰もが景観を共有できる道路沿いにある、区内の民有地３軒以上で構
成されたグループの緑化活動を支援します。助成のほかガーデニング
アドバイザーの派遣など、魅力的な「場」づくりのお手伝いをします。

「ひと・まち・自然が共生する世田谷」の実現をめざして
豊かなみどりや歴史・文化的な環境の中で子どもがイキイキ育つまち

多彩な区民活動がつながり誰もが安心と住まう喜びを実感できるコミュティ

トラまちのパートナーシップ型まちづくり

スタートアップ支援
● 実践的な学びや体験を通じたプレイヤー育成
　（トラストまちづくり大学 / トラストボラン
　  ティア養成 / 空き家等事業計画勉強会等）

● 分野横断的、エリア横断的な活動団体や
　活動拠点のネットワークづくり
● 地域レベルでの活動団体や活動拠点の
　ネットワークづくり

● 運営や拠点整備に向けた助成金・寄付金・
　融資など多様な資金調達
● 区等のモデル事業の活用や他団体との連携の
　コーディネート

● 民有の家、庭、みどりなどを活かした
　拠点づくり
● 公園、学校、河川敷など公共空間を
　活かした拠点づくり

ネットワーク形成支援

活動資金調達支援 活動拠点づくり支援

技術的・人的支援

さまざまな事業をつないで、
区民のみなさんとともに

環境共生・地域共生のまちを育みます

市民緑地
小さな森
特別保護区
緑地・公園

歴史的文化施設

地域共生のいえ
空き家等地域貢献活用
まちづくりファンド
まちを元気にする拠点

3軒からはじまる
ガーデニング支援制度

 
公益信託

世田谷まちづくり
ファンド

 
トラスト

まちづくり大学
 

トラスト
ボランティア養成

（講座）

環境共生 地域共生

私たちは多くの区民と連携し、

環境共生・地域共生の
まちづくりを進めています。

● 活動実践者、大学、専門家との連携による
　専門的人材派遣
● 地元金融機関、建築等専門団体、企業等との
　団体連携によるまちづくり活動サポート

「ひと・まち・自然が共生する世田谷」の実現をめざして
豊かなみどりや歴史・文化的な環境の中で子どもがイキイキ育つまち

多彩な区民活動がつながり誰もが安心と住まう喜びを実感できるコミュティ
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世
田
谷
ま
ち
づ
く
り
の
特
異
性
・
特
殊
性

〈
先
端
的
ま
ち
づ
く
り
展
開
の
場
〉

　

世
田
谷
区
と
世
田
谷
ト
ラ
ス
ト
ま
ち
づ
く
り（
以
降
「
ト
ラ
ま
ち
」）は
、
ま

ち
づ
く
り
活
動
助
成
、
地
域
共
生
の
い
え
、
空
き
家
等
地
域
貢
献
活
用
事
業
、

小
さ
な
森
、
3
軒
か
ら
は
じ
ま
る
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
支
援
制
度
な
ど
、
ま
ち
づ

く
り
の
先
端
的
な
事
業
や
仕
組
み
を
実
験
的
に
導
入
し
、
普
及
定
着
さ
せ
て

き
た
。
時
代
推
移
と
と
も
に
移
り
変
わ
る
課
題
に
、
先
行
的
に
ま
ち
づ
く
り

の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
対
応
方
法
を
構
想
し
、
実
験
的
に
導
入
し
普
及
定
着
さ
せ

る
。
都
市
デ
ザ
イ
ン
室
や
旧
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
の
創
設
自
体
が
先
端
的

な
こ
と
で
あ
り
、
以
降
、
そ
の
モ
デ
ル
性
や
先
端
性
を
保
持
し
つ
つ
続
け
て

き
た
世
田
谷
ま
ち
づ
く
り
は
、
他
自
治
体
の
ま
ち
づ
く
り
と
比
較
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

〈
日
本
ま
ち
づ
く
り
の
ド
ラ
イ
バ
ー
〉

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
世
田
谷
ま
ち
づ
く
り
は
日
本
に
お
け
る
ま
ち
づ
く
り
普

及
の
一
つ
の
ド
ラ
イ
バ
ー
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
世
田
谷
ま
ち
づ
く
り
は

良
く
も
悪
く
も
日
本
ま
ち
づ
く
り
の
象
徴
で
あ
り
続
け
て
い
る
。
出
版
や
ｗ
ｅ
ｂ

な
ど
を
活
用
し
た
情
報
発
信
、
研
修
事
業
、
他
自
治
体
と
の
交
流
を
つ
う
じ
て

世
田
谷
ま
ち
づ
く
り
の
シ
ス
テ
ム
、
仕
組
み
、
方
法
は
全
国
に
普
及
し
た
。
Ｎ
Ｐ

Ｏ
支
援
セ
ン
タ
ー
の
初
期
事
例
の
い
く
つ
か
は
、
当
初
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー

と
し
て
設
立
す
る
こ
と
が
構
想
さ
れ
て
お
り
、
狭
義
の
ま
ち
づ
く
り
で
は
な
く
、

広
く
Ｎ
ｏ
ｎ 

ｐ
ｒ
ｏ
ｆ
ｉ
ｔ
セ
ク
タ
ー
育
成
の
モ
デ
ル
と
し
て
ま
ち
づ
く
り
セ
ン

タ
ー
が
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
、
そ
の
影
響
力
の
大
き
さ
が
理
解
出
来
る
。

急
速
な
社
会
状
況
の
変
化

〈
多
様
な
ま
ち
づ
く
り
中
間
支
援
組
織
の
誕
生
と
発
達
〉

　

Ｕ
Ｄ
Ｃ
Ｋ
の
よ
う
な
企
業
発
の
新
し
い
地
域
拠
点
の
登
場
、
ま
ち
会
社
や
中

間
支
援
機
能
の
一
部
を
も
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ
フ
ェ
の
存
在
、
自
治
体
本

体
に
よ
る
市
民
活
動
支
援
や
協
働
事
業
の
推
進
な
ど
、
中
間
支
援
機
能
／
組

織
は
こ
の
20
年
間
各
地
で
充
実
し
て
き
た
。
世
田
谷
区
で
も
、
民
間
ベ
ー
ス

で
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ
フ
ェ
な
ど
の
拠
点
、
ま
ち
づ
く
り
会
社
、
区
が
行
う

提
案
型
協
働
事
業
な
ど
が
既
に
あ
り
、
ま
た
民
間
ベ
ー
ス
で
の
フ
ァ
ン
ド
や

財
団
な
ど
の
仕
組
み
も
徐
々
に
整
い
つ
つ
あ
る
。
こ
う
し
た
中
、
ト
ラ
ま
ち

の
社
会
に
お
け
る
位
置
付
け
、
行
う
べ
き
事
業
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
問
い

直
す
時
期
に
き
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
も
確
か
だ
ろ
う
。

〈
社
会
課
題
の
急
速
な
変
化
〉

　

ま
た
社
会
的
課
題
も
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
１
９
８
０
年
代
か
ら
現
在

ま
で
、
日
本
の
人
口
や
世
帯
は
増
加
か
ら
安
定
そ
し
て
減
少
に
転
じ
、
ま
た

少
子
高
齢
化
も
、
欧
米
諸
国
に
並
び
、
追
い
越
し
、
独
走
す
る
状
況
に
な
っ

た
。
そ
う
し
た
中
、
家
族
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
も
変
化
を
遂
げ
て
き
た
。
ま
た
、

企
業
が
家
族
的
で
あ
っ
た
時
代
も
過
ぎ
た
。
日
本（
東
京
）で
は
、
家
族（
的

な
も
の
）と
企
業（
的
な
も
の
）が
、
か
ろ
う
じ
て
個
人
を
包
摂
し
て
き
た
が
、

そ
れ
ら
も
弱
ま
る
こ
と
で
、
む
き
出
し
の
個
人
の
集
合
に
な
り
つ
つ
あ
る
の

で
は
な
い
か
？
加
え
て
、
地
球
温
暖
化
な
ど
の
環
境
的
な
制
約
も
一
層
大
き

な
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
さ
ら
に
、
近
年
で
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
普
及
や
ｌ
ｏ
Ｔ
、

Ａ
Ｉ
な
ど
の
先
端
的
技
術
が
人
々
の
生
活
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
つ
つ

の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
構
想
で
き
る
か
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま

で
の
よ
う
に
、
人
々
に
寄
り
添
い
な
が
ら
ま
ち
仕
事
を
地
域
に
育
て
つ
つ
、

プ
レ
イ
ス
で
の
活
動
に
多
様
な
意
味
と
公
共
性
を
認
め
、
例
え
ば
、
少
子
高

齢
社
会
に
必
要
な
分
野
横
断
的
な
事
業
展
開
の
拠
点
と
し
つ
つ（
例
え
ば
、
介

護
予
防
事
業
や
子
育
て
、
学
び
の
拠
点
な
ど
）、
そ
れ
ら
を
束
ね
た
協
働
的
な
、

も
し
く
は
シ
ェ
ア
的
な
取
り
組
み
と
し
て
エ
リ
ア
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
展
開

す
る
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
だ
ろ
う
か
？

〈
多
様
な
主
体
の
連
携
と
先
駆
的
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
し
て
の
活
動
〉

　

前
述
の
通
り
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
デ
ザ
イ
ン
に
取
り
組
む
に
は
、
私
企
業
を

含
め
た
多
様
な
主
体
に
よ
る
共
創
が
必
須
と
な
る
。
ト
ラ
ま
ち
も
そ
う
し
た

多
主
体
の
共
創
の
ハ
ブ
と
な
る
こ
と
は
、
今
後
一
層
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
ハ
ブ
自
体
が
多
様
に
存
在
す
る
中
で
、
ト
ラ
ま
ち
も
自
ら
が
ア
ク

テ
ィ
ブ
に
活
動
す
る
プ
レ
ー
ヤ
ー
で
あ
る
必
要
も
あ
る
。
た
だ
し
、
他
の
主

体
よ
り
も
、
よ
り
実
験
的
・
先
駆
的
な
取
り
組
み
を
行
う
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
し

て
の
位
置
付
け
を
も
ち
続
け
る
こ
と
が
、
そ
の
存
在
価
値
を
保
持
す
る
た
め

に
重
要
な
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
先
駆
的
な
研
究
や
手
法
開
発
を
行
う

大
学
や
企
業
・
民
間
人
な
ど
と
の
積
極
的
な
連
携
が
鍵
を
に
ぎ
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。

も
あ
る
。

　

参
加
の
デ
ザ
イ
ン
そ
の
も
の
が
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
１
９
７
０
年
代

か
ら
２
０
０
０
年
、
参
加
の
デ
ザ
イ
ン
に
関
連
し
た
多
種
多
様
な
試
み
と
仕

組
み
づ
く
り
を
、
ト
ラ
ま
ち
は
区
と
協
力
し
つ
つ
全
国
に
先
駆
け
て
実
施
し

て
き
た
。
し
か
し
、
参
加
の
デ
ザ
イ
ン
は
既
述
の
通
り
、
ト
ラ
ま
ち
自
身
が

ハ
ブ
と
な
る
こ
と
で
全
国
の
自
治
体
や
市
民
活
動
の
現
場
に
普
及
し
つ
つ
あ

る
。
現
代
日
本
に
お
い
て
、
現
代
東
京
に
お
い
て
、
現
代
世
田
谷
に
お
い
て

求
め
ら
れ
て
い
る
新
し
い
形
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
デ
ザ
イ
ン
を
、
参
加
の
デ
ザ

イ
ン
を
ベ
ー
ス
と
し
つ
つ
、
人
口
減
少
・
少
子
高
齢
社
会
／
環
境
的
制
約
／

先
端
技
術
社
会
な
ど
、
新
た
な
社
会
課
題
に
対
応
し
た
も
の
と
し
て
考
案
す

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
デ
ザ
イ
ン
の
模
索
と

ト
ラ
ま
ち
の
あ
り
方

　

最
後
に
、
現
代
か
ら
未
来
に
か
け
て
、
ト
ラ
ま
ち
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
？　

前
述
の
よ
う
な
社
会
状
況
の
変
化
に
着
目
し
つ
つ
、
考
え
て
み
た
い
。

〈
プ
レ
イ
ス
ベ
ー
ス
ト
な
世
田
谷
型
エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
展
開
〉

　

世
田
谷
区
に
存
在
す
る
多
く
の
プ
レ
イ
ス
や
プ
レ
イ
ス
に
な
り
得
る
空
間

ス
ト
ッ
ク
は
民
営
の
も
の
も
多
い
。
ま
た
、
有
効
に
活
用
さ
れ
て
い
な
い
公

有
の
空
間
ス
ト
ッ
ク
も
ま
だ
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ス
ト
ッ
ク
を
社
会
的
資
源
に

結
び
つ
け
る
プ
レ
イ
ス
ベ
ー
ス
ト
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
、
エ
リ
ア
の
持
続
的
な

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
な
げ
た
い
。
住
宅
が
過
半
を
し
め
る
世
田
谷
区
で
は
、

都
心
近
辺
の
エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
方
式
は
う
ま
く
当
て
は
ま
ら
ず
、
独

自
の
方
法
を
構
想
す
る
必
要
が
あ
る
。
私
鉄
駅
を
中
心
と
し
て
エ
リ
ア
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
を
展
開
す
る
こ
と
は
当
然
と
し
て
、
そ
れ
か
ら
漏
れ
る
エ
リ
ア
で

小泉 秀樹（こいずみ ひでき）

東京大学大学院 工学系研究科 
都市工学専攻教授
1964 年、東京生まれ。1988 年東京理
科大学工学部建築学科卒業。1993 年東
京大学大学院工学系研究科都市工学専
攻博士課程修了。東京理科大学理工学
部建築学科助手、東京大学工学部都市
工学科講師・助教授・准教授を経て現職。
専門は、コミュニティ・デザイン、恊
働のまちづくり、市民主体のまちづく
りなど。共著に『東日本大震災　復興
まちづくり最前線』（学芸出版社）、『ま
ちづくり百科事典』（丸善）、『持続可能
性を求めて』（日本経済評論社）、『コミュ
ニティデザイン学』（東京大学出版会）、

『コミュニティ辞典』（春風社）、『スマー
トグロース』など多数。
2017 年より当財団評議員。

ト
ラ
ま
ち
の
コ
レ
ま
で
と
コ
レ
か
ら
を
考
え
る

小
泉
　
秀
樹
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地域ストックを活かした持続可能な地域づくりに向けて
パートナーシップ型まちづくりの拡充

特に、「多様な拠点の創出」と「地域のネットワークの形成」をさらに拡充させながら、

地域、または活動団体が自立的・持続的運営を図れるよう、

まちづくり活動のステップアップや基盤強化を支援していきます。

また、財団自身も企業・大学等多様なネットワーク構築を強化し、

まちづくり活動支援の機能強化につなげていきます。

身近に多様な活動拠点の存在するコ
ミュニティの形成をめざして、まちの
なかの多様な空間ストックを活用し、
公共的・公益的なまちづくり活動を
生み出していきます。

地域の自律システムの構築に向けて、
自然、建物、さまざまな団体、そこに暮
らすひとたちをつなぎ、「地域の資源」
として相互に活かしあえる地域づく
りに取り組んでいきます。

多様な活動拠点の創出 地域ネットワークの形成

多用な資金源の活用とコーディネートの推進
　● クラウドファンディングの活用
　● 地元金融機関との連携による融資コーディネート
　● 助成金の活用　　など

みどり環境の推進や活動団体の持続可能な運営に向けた
人材派遣
　● 地域のみどり環境推進に向けたサポート
　● 活動のステップアップに向けたビジョンづくり
　● 拠点整備・活用における技術的アドバイス　　など

技術的・人的支援財政的支援

地域ストックを活かした持続可能な地域づくりに向けて
パートナーシップ型まちづくりの拡充

トラまちでは今後特に、「多様な拠点の創出」と「地域ネットワークの形成」をさらに拡充させながら、
地域、または活動団体が自立的・持続的運営を図れるよう、

まちづくり活動のステップアップや基盤強化を支援していきます。
また、財団自身も企業・大学等多様なネットワーク構築を強化し、

まちづくり活動支援の機能強化につなげていきます。

　

東
急
田
園
都
市
線・桜
新
町
駅
を

出
て
地
上
に
上
が
り
、駅
前
通
り

を
し
ば
ら
く
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
み
る

と
、か
の
サ
ザ
エ
さ
ん
一
家
の
銅
像

が
出
迎
え
て
く
れ
る
。そ
う
、桜
新

町
は
作
者
で
あ
る
長
谷
川
町
子
ゆ

か
り
の
土
地
な
の
で
あ
る
。

　

駅
の
南
側
に
は
長
谷
川
町
子
美

術
館
が
あ
り
、そ
の
周
辺
に
は
美
し

い
桜
並
木
で
知
ら
れ
る
新
町
住
宅

　

大
正
か
ら
昭
和
に
か
け

て
、世
田
谷
は
東
京
で
も

い
ち
早
く
近
代
的
な
郊

外
住
宅
地
と
し
て
の
発
展

を
始
め
た
が
、そ
の
一
方
近

世
か
ら
近
現
代
に
至
る

重
層
的
な
歴
史
の
記
憶

も
色
濃
く
残
る
。今
回
の

散
歩
で
は
、桜
新
町
か
ら

松
陰
神
社
ま
で
の
道
の
り

で
、厚
み
の
あ
る
歴
史
の

面
影
を
辿
っ
て
み
た
い
。

が
あ
る
。駅
周
辺
に
も
見
所
は
多

い
が
、今
回
の
散
歩
で
は
も
う
少
し

古
い
歴
史
を
訪
ね
て
み
た
い
。

　

駅
の
北
口
か
ら
す
ぐ
の
角
を
左

折
し
て
北
上
し
、今
回
の
散
歩
の
最

初
の
目
的
地
で
あ
る
世
田
谷
新
町

公
園
を
訪
ね
て
み
よ
う
。一
見
、な

ん
の
変
哲
も
な
い
小
ぢ
ん
ま
り
と

し
た
公
園
だ
が
、昭
和
初
期
に
開
園

さ
れ
た
世
田
谷
区
の
第
一
号
公
園

だ
。小
さ
な
公
園
で
は
あ
る
が
マ
ツ

や
ケ
ヤ
キ
の
大
木
が
残
さ
れ
、駅
の

す
ぐ
近
く
な
の
に
静
か
で
な
か
な

か
落
ち
着
け
る
。散
歩
の
始
め
に
、

こ
こ
で
ゆ
っ
く
り
そ
の
日
の
道
筋
を

検
討
し
て
み
る
の
も
い
い
か
も
し

れ
な
い
。

　

あ
る
い
は
新
町
公
園
の
す
ぐ
近

く
に
は
、当
財
団
が
管
理
・
公
開
す

る
桜
新
町
二
丁
目
ウ
レ
シ
パ
モ
シ

リ
市
民
緑
地
も
あ
る
。こ
ち
ら
は

さ
ら
に
小
さ
な
緑
地
だ
が
、藤
棚

の
下
に
ベ
ン
チ
が
あ
り
、こ
こ
も
ひ

と
や
す
み
す
る
に
は
お
す
す
め
で

き
る
場
所
だ
。

　

こ
の
市
民
緑
地
か
ら
、近
く
の
伊

富
稲
荷
神
社
を
左
手
に
見
な
が
ら

北
上
し
始
め
る
と
、い
っ
た
ん
は
ゆ

る
い
下
り
坂
に
な
り
、す
ぐ
に
今
度

は
ゆ
る
い
上
り
坂
に
な
る
。今
回
の

散
歩
は
、全
体
的
に
地
面
の
高
低

差
が
少
な
い
が
、こ
こ
の
下
り
と
上

り
は
身
体
に
ち
ょ
う
ど
気
持
ち
の

よ
い
負
荷
が
か
か
る
感
じ
の
勾
配

で
、普
段
動
か
さ
な
い
筋
肉
に
快
い

刺
激
を
与
え
て
く
れ
る
。緑
も
多

く
気
持
ち
よ
い
。

　

ゆ
る
い
上
り
坂
を
上
り
切
っ
た

辺
り
で
左
折
し
て
弦
巻
通
り
に
入

り
、旧
大お

お

山や
ま

道み
ち

に
出
て
み
る
。大
山

道
は
江
戸
の
人
た
ち
が
大
山
詣
に

利
用
し
た
道
で
、大
雑
把
に
言
う

と
赤
坂
を
起
点
に
現
在
の
国
道

2
4
6
号
線
を
三
軒
茶
屋
か
ら
世

田
谷
通
り
に
入
り
、こ
の
あ
と
の

目
的
地
で
あ
る「
ボ
ロ
市
通
り
」を

通
っ
て
用
賀
に
向
か
う
の
が
旧
大

山
道
。駒
沢
ま
で
下
っ
て
か
ら
桜
新

町
駅
前
経
由
で
用
賀
に
抜
け
る
の

が
新
大
山
道
に
当
た
る
。つ
ま
り
今

回
の
散
歩
は
、新
旧
大
山
道
に
挟

ま
れ
た
範
囲
を
歩
い
て
い
る
の
だ
。

　

今
は
大
山
方
向（
用
賀
方
面
）

か
ら
江
戸
に
向
か
う
旧
大
山
道
を

辿
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、な
る
ほ
ど
、

古
い
お
地
蔵
様（
野
中
の
お
地
蔵

様
）や
大
山
道
旅
人
の
像
と
、往
時

の
旅
を
偲
ば
せ
る
シ
ン
ボ
ル
が
目

近
世
か
ら
現
代
ま
で
、

世
田
谷
と
い
う
土
地
に

重
ね
ら
れ
た
歴
史
を

味
わ
う

桜
新
町・松
陰
神
社
前
散
策

〜
旧
大
山
道
を
ボ
ロ
市
通
り
、

世
田
谷
新
宿
へ
〜

土
地
の
記
憶
と

地
域
資
料
で

歴
史
に
ふ
れ
る

〜
桜
新
町
駅
か
ら

旧
大
山
道
へ
〜

世
田
谷
近
代
化
の

象
徴
に
ふ
れ
つ
つ
、

い
に
し
え
の
旅
の
道
へ

旧大山道 ボロ市通り

松陰神社前駅

松陰神社通り商店街

桜新町駅

松陰神社

世田谷代官屋敷／郷土資料館

第16回

せ た が や 散 歩 日 和

10 9



世田谷代官屋敷
郷土資料館

上町まちづくり
センター

大山道旅人の像

若林公園

こめこめ庵

世田谷区役所

松丘小

桜小
オオアカガシ

スダジイ

タブノキ

アカマツ

世田谷新町公園
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世田谷電車のみえる公園 松

陰
神
社
通
り
商
店
街

松陰神社

歴史と文化の散歩道

世田谷駅
世 田 谷 通 り

せた
がや散

歩日和　お散歩マップ
桜新町駅→旧大山道→ボロ市通り
→世田谷代官屋敷／郷土資料館
→松陰神社通り商店街→松陰神社
→松陰神社前駅

登 戸 道

弦巻プロムナード

地域風景資産
せたがや百景
名木百選
今回のお散歩ルート
歴史と文化の散歩道
登戸道
旧大山道

● 

世
田
谷
新
町
公
園

　
土
地
区
画
整
理
事
業
に
よ
り
1
9
3
7
年

（
昭
和
12
年
）に
開
設
さ
れ
た
。マ
ツ
や
ケ
ヤ

キ
が
多
く
残
さ
れ
、み
ど
り
豊
か
。第
1
回
地

域
風
景
資
産
選
定
。

● 

桜
新
町
二
丁
目
ウ
レ
シ
パ
モ
シ
リ
市
民
緑
地

　
「
ウ
レ
シ
パ
モ
シ
リ
」と
は
、ア
イ
ヌ
語
で「
育

ち
あ
う
大
地
」の
意
。区
の
保
存
樹
木
に
も
指

定
さ
れ
て
い
た
ク
ス
ノ
キ・ト
チ
ノ
キ・な
ど
の

高
木
や
、ツ
ツ
ジ・ツ
バ
キ
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な

種
類
の
樹
木
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

● 

野
中
の
お
地
蔵
様

　

1
8
3
2
年（
天
保
3
年
）に
安
置
さ
れ
た

と
さ
れ
る
。今
で
も
供
花
が
絶
え
な
い
。

● 

世
田
谷
ボ
ロ
市

　
東
京
都
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ

て
お
り
、毎
年
12
月
15
、16
日
と
1
月
15
、16

日
に
上
町
の
ボ
ロ
市
通
り
を
中
心
に
開
催
さ

れ
る
。安
土
桃
山
時
代
に
起
っ
た
世
田
谷
楽
市

に
そ
の
遠
い
起
源
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。開

催
さ
れ
る
大
山
道
は
第
2
回
地
域
風
景
資
産

に
選
定
さ
れ
て
い
る
。

● 

世
田
谷
代
官
屋
敷
／
区
立
郷
土
資
料
館

　
大
場
家
住
宅
主
屋
及
び
表
門
の
二
棟
が
近

世
中
期
の
代
表
的
上
層
民
家
と
し
て
の
旧
態

を
保
存
し
て
い
る
点
が
認
め
ら
れ
、1
9
7
8

年（
昭
和
53
年
）住
宅
建
造
物
と
し
て
は
都
内

で
初
め
て
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。

ま
た
、同
敷
地
内
に
は
、１
９
６
４
年（
昭
和
39

年
）に
開
館
し
た
都
内
最
古
の
公
立
地
域
博
物

館「
郷
土
資
料
館
」が
あ
る
。世
田
谷
区
に
関
す

る
歴
史・民
俗
資
料
等
の
収
集・保
存
、展
示
、

調
査・研
究
を
行
っ
て
い
る
。世
田
谷
区
の
地
域

資
料
も
充
実
し
て
お
り
、そ
の
一
部
は
購
入
も

可
能
。毎
週
月
曜
日
お
よ
び
国
民
の
祝
日
は
休

館
。開
館
時
間
は
午
前
9
時
〜
午
後
5
時（
入

館
は
午
後
4
時
半
ま
で
）。入
館
無
料
。

● 
世
田
一
ハ
ウ
ス

　
公
益
信
託
世
田
谷
ま
ち
づ
く
り
フ
ァ
ン
ド

の
助
成
に
よ
り
誕
生
し
た
、N
P
O
法
人
せ
た

が
や
街
並
保
存
再
生
の
会
が
運
営
す
る
街
の

活
性
化
情
報
基
地
。取
り
壊
さ
れ
た
近
代
住

宅
か
ら
の
保
存
部
材
を
展
示
す
る
ほ
か
、世
田

谷
の
古
道
と
街
、近
代
住
宅
等
の
歴
史
に
つ
い

て
の
レ
ク
チ
ャ
ー
や
街
歩
き・近
代
住
宅
見
学

ツ
ア
ー
を
企
画・開
催
。開
館
は
毎
週
土
曜
日

の
午
後
1
時
〜
4
時
。

● 

野
草
の
会
・
こ
め
こ
め
庵

　
一
般
住
宅
の
一
階
部
分
を
、近
隣
住
民
の

集
い
の
場
所
と
し
て
25
年
も
の
間
ご
近
所
に

開
放
。そ
の
後「
地
域
共
生
の
い
え
づ
く
り
支

援
事
業
」の
支
援
を
受
け
た「
地
域
共
生
の
い

え
」に
登
録
。毎
週
水
曜
日
の
午
前
11
時
〜
午

後
3
時
に
活
動（
第
5
水
曜
日
は
休
み
）。

● 

松
陰
神
社
通
り
商
店
街

　
東
急
世
田
谷
線
の
線
路
を
ま
た
い
で
世
田

谷
通
り
か
ら
松
陰
神
社
に
続
く
参
道
に
あ
る

商
店
街
。地
域
に
密
着
し
た
店
舗
が
ひ
し
め

き
合
う
。店
の
前
を
段
差
な
く
歩
け
る
よ
う
、

排
水
溝
を
道
路
の
中
央
へ
設
け
る
な
ど
、バ
リ

ア
フ
リ
ー
に
も
力
を
注
い
で
い
る
。第
２
回
地

域
風
景
資
産
選
定
。

● 

松
陰
神
社

　

幕
末
の
思
想
家・教
育
者
で
あ
る
吉
田
松

陰
を
祭
神
と
す
る
神
社
。松
陰
の
死
の
4
年

後
の
1
8
6
3
年（
文
久
3
年
）、長
州
毛
利

藩
主
の
別
邸
が
あ
っ
た
現
在
の
地
に
松
陰
の

墓
が
改
葬
さ
れ
、そ
の
19
年
後
の
1
8
8
2
年

（
明
治
15
年
）に
松
陰
を
祀
る
神
社
が
創
建

さ
れ
た
。境
内
に
は
松
下
村
塾
を
模
し
た
建
物

や
、頼
三
樹
三
郎
、小
林
民
部
ら
尊
攘
派
の
志

士
の
墓
が
あ
る
。

松陰神社吉田松陰像

代官屋敷表門（左）　代官屋敷内（右上）　郷土資料館（右下）

世田谷新町公園

桜新町北口駅前

ウレシパモシリ市民緑地

ま
、ボ
ロ
市
通
り
に
向
か
っ
て
み
る

こ
と
に
し
よ
う
。な
お
、旅
人
の
像

か
ら
ボ
ロ
市
通
り
に
向
か
う
途
中
、

登
戸
道
と
の
分
岐
点
を
越
え
て
世

田
谷
通
り
ま
で
足
を
延
ば
す
と
、

1
9
8
7
年（
昭
和
62
年
）に
実
施

さ
れ
た
世
田
谷
区「
公
共
ト
イ
レ
コ

ン
ペ
」で
採
用
さ
れ
た
公
衆
便
所

が
あ
る
。休
憩
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、

チ
ェ
ッ
ク
し
て
お
く
と
よ
い
。

　

ボ
ロ
市
通
り
は
、年
に
二
回
開
催

さ
れ
る「
世
田
谷
ボ
ロ
市
」の
賑
わ

い
で
知
ら
れ
る
桜
栄
会
商
店
会
の

メ
イ
ン
通
り
。今
回
の
散
歩
で
こ
こ

を
通
る
最
大
の
目
的
は
、世
田
谷

代
官
屋
敷
と
、同
じ
敷
地
内
に
あ

る
郷
土
資
料
館
の
訪
問
だ
。世
田

谷
代
官
屋
敷
は
江
戸
時
代
中
期
以

来
、彦
根
藩
世
田
谷
領
の
代
官
を

世
襲
し
た
大
場
家
の
役
宅
で
、大

名
領
の
代
官
屋
敷
と
し
て
は
都
内

唯
一
の
存
在
。桜
新
町
か
ら
出
発

し
た
今
回
の
散
歩
が
、い
つ
の
間
に

か
大
山
詣
の
江
戸
の
世
界
へ
と
タ

イ
ム
ス
リ
ッ
プ
す
る
流
れ
の
、ひ
と

つ
の
山
場
に
当
た
る
だ
ろ
う
。往
時

そ
の
ま
ま
に
保
存
さ
れ
て
い
る
代

官
屋
敷
で
と
っ
ぷ
り
と
江
戸
郊
外

の
土
地
が
持
つ
記
憶
に
浸
る
も
よ

し
。具
体
的
な
情
報
を
知
り
た
い

場
合
は
、す
ぐ
隣
り
の
郷
土
資
料

館
に
は
世
田
谷
区
に
関
す
る
地
域

に
つ
く
。旅
人
の
像
は
1
9
8
5
年

（
昭
和
60
年
）に
世
田
谷
区
が
設

置
し
た
も
の
だ
が
、野
中
の
お
地
蔵

様
の
ほ
う
は
江
戸
時
代
後
期
に
安

置
さ
れ
た
と
さ
れ
る
真
物
。隣
り

に
は
旅
行
安
全
の
ご
利
益
で
も
知

ら
れ
る「
馬
頭
観
音
」の
文
字
が
彫

ら
れ
た
石
碑
も
あ
り
、江
戸
時
代

の
旅
人
気
分
が
高
ま
っ
て
く
る
。

　

な
お
大
山
道
旅
人
の
像
の
す
ぐ

北
側
の
八
幡
神
社
は
、1
9
0
8
年

（
明
治
41
年
）に
弦
巻
神
社
に
合

祀
さ
れ
た
が
、当
時
の
社
が
今
も

残
っ
て
い
る
。ま
た
す
べ
て
を
紹
介

し
切
れ
な
い
が
、今
回
の
散
歩
地
域

に
は
そ
の
ほ
か
に
も
、実
相
院
、浄

光
寺
、円
光
院
、大
吉
寺
な
ど
由
緒

あ
る
寺
社
が
多
い
。

　

ち
な
み
に
、大
山
道
旅
人
の
像

の
横
の
道（
歴
史
と
文
化
の
散
歩

道
）を
東
に
進
む
と
松
丘
小
学
校
、

そ
の
南
側
に
は
区
立
中
央
図
書
館

が
見
え
て
く
る
。世
田
谷
区
の
地

域
資
料
も
充
実
し
、プ
ラ
ネ
タ
リ

ウ
ム
も
あ
る
の
で
、時
間
の
余
裕

が
あ
れ
ば
ぜ
ひ
立
ち
寄
る
こ
と
を

お
す
す
め
す
る
。ま
た
、周
辺
に
は

か
つ
て
の
水
路
を
活
か
し
て
水
と

み
ど
り
豊
か
に
整
備
さ
れ
た
弦
巻

プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
が
あ
り
、楽
し
い
空

間
を
演
出
し
て
い
る
。だ
が
、今
回

は
大
山
道
旅
人
気
分
を
携
え
た
ま

資
料
が
充
実
し
て
い
る
。

　

ボ
ロ
市
通
り
の
西
側
に
は
世
田

一
ハ
ウ
ス
、東
端
か
ら
少
し
南
下
し

た
と
こ
ろ
に
は
野
草
の
会・こ
め
こ

め
庵
と
い
う「
ま
ち
の
拠
点
」が
あ

る
。開
館
日
は
限
ら
れ
て
い
る
が
、

開
い
て
い
れ
ば
休
憩
が
て
ら
、地
域

情
報
の
収
集
や
こ
の
地
域
の
人
た

ち
と
の
交
流
も
楽
し
ん
で
み
た
い
。

　

ボ
ロ
市
通
り
を
東
に
進
み
、世
田

谷
通
り
に
出
る
。こ
の
辺
り
は
か
つ

て
世
田
谷
新
宿
と
呼
ば
れ
た
宿
場

町
だ
が
、多
く
の
宿
場
町
同
様
、馬

で
駆
け
抜
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
道

が
鍵
の
手
に
曲
が
っ
て
い
る
の
が
特

徴
だ
。付
近
の
街
路
灯
、店
の
屋
根

瓦
、木
の
看
板
、黒
の
格
子
壁
な
ど

は
、か
つ
て
の
町
並
み
を
意
識
し
た

デ
ザ
イ
ン
の
工
夫
も
見
ら
れ
る
。

　

世
田
谷
通
り
か
ら
松
陰
神
社
に

向
か
う
松
陰
神
社
通
り
商
店
街
は

活
気
の
あ
る
商
店
街
で
、一
軒
一

軒
覗
い
て
み
る
だ
け
で
も
楽
し
い
。

帰
り
に
買
物
を
楽
し
む
の
も
よ
い

だ
ろ
う
。

　

世
田
谷
線
の
線
路
を
越
え
て
商

店
街
を
し
ば
ら
く
進
む
と
、安
政

の
大
獄
で
刑
死
し
た
吉
田
松
陰
を

祀
る
松
陰
神
社
が
あ
る
。世
田
谷

の
近
代
化
を
象
徴
す
る
よ
う
な
桜

新
町
か
ら
出
発
し
、し
ば
ら
く
江

戸
の
旅
人
の
気
分
に
浸
っ
て
み
た

今
回
の
散
歩
は
、最
終
的
に
は
日
本

の
近
代
化
に
深
く
影
響
す
る
人
物

ゆ
か
り
の
神
社
に
至
っ
た
わ
け
で
、

考
え
て
み
る
と
と
て
も
厚
み
の
あ

る
歴
史
散
歩
だ
っ
た
と
も
振
り
返

る
こ
と
が
で
き
る（
そ
う
い
え
ば
、

松
陰
神
社
か
ら
さ
ら
に
西
に
足
を

延
ば
せ
ば
、安
政
の
大
獄
を
主
導

し
た
井
伊
直
弼
ゆ
か
り
の
豪
徳
寺

も
あ
る
）。

　

松
陰
神
社
に
参
拝
し
日
本
の
近

代
化
に
思
い
を
馳
せ
た
ら
、あ
と
は

世
田
谷
線
に
乗
っ
て
帰
途
に
着
く

と
し
よ
う
か
。

　

松
陰
神
社
前
駅
の
す
ぐ
近
く
に

は
世
田
谷
電
車
の
み
え
る
公
園
と

い
う
可
愛
ら
し
い
公
園
が
あ
る
の

で
、そ
こ
で
の
ん
び
り
行
き
来
す
る

世
田
谷
線
の
車
両
を
眺
め
て
、気
持

ち
を
ゆ
っ
く
り
現
代
に
戻
す
の
も

ま
た
一
興
。公
園
の
横
に
あ
る
商

業
施
設
、松
陰
プ
ラ
ッ
ト
の
一
階
に

あ
る
案
内
所
、せ
た
が
や
ン
ソ
ン
で

周
辺
の
情
報
を
仕
入
れ
、散
歩
を

続
け
る
の
も
乙
か
も
し
れ
な
い
。

〜
松
陰
神
社
通
り

商
店
街
か
ら
松
陰
神
社
へ
〜

活
気
の
あ
る

商
店
街
を
抜
け
て

日
本
の
近
代
化
に

思
い
を
馳
せ
る

世田谷公衆トイレ

世田谷通りの街路灯

大山道旅人の像

野中のお地蔵様
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財団の新たな拠点や取り組みをご紹介します。

トラまち
T O P I C S

　

職
業
は
会
社
員
。で
も
そ
の
こ
と
は
、案
外
、

彼
に
近
し
い
人
ほ
ど
知
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、世
田
谷
区
青
少
年
委
員
会
会
長
、

青
少
年
砧
地
区
委
員
、世
田
谷
区
社
会
教
育
委

員
副
議
長
に
外
遊
び
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン
バ
ー
な

ど
な
ど
、数
え
上
げ
た
ら
キ
リ
が
な
い
ほ
ど
宇
佐

美
武
志
さ
ん
は
世
田
谷
の
さ
ま
ざ
ま
な
組
織
で

地
域
に
貢
献
す
る
活
動
を
行
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

　

地
域
の
イ
ベ
ン
ト
や
世
田
谷
区
庁
舎
内
で
は
、

か
な
り
高
い
確
率
で
宇
佐
美
さ
ん
に
遭
遇
で
き

る
。昼
間
の
会
議
や
委
員
会
に
も
出
席
で
き
る

の
は
、職
場
の
シ
フ
ト
勤
務
を
フ
ル
に
活
用
し
て

い
る
か
ら
。宇
佐
美
さ
ん
の
生
活
は
、仕
事
以
外

の
ほ
ぼ
す
べ
て
が
世
田
谷
タ
イ
ム
な
の
だ
。

　

き
っ
か
け
は
、子
ど
も
の
保
育
園
時
代
に
妻
が

保
護
者
会
の
役
員
を
引
き
受
け
て
き
た
こ
と
。

「
妻
は
私
よ
り
多
忙
だ
っ
た
の
で
、引
き
受
け
た

の
は
妻
で
も
会
議
に
出
席
す
る
の
は
私
。そ
こ

で
会
長
を
決
め
る
と
な
っ
た
と
き
に
、ど
こ
か
ら

と
も
な
く『
そ
れ
は
、男
性
の
方
が
い
い
ん
じ
ゃ
な

い
？
』と
い
う
声
が
あ
が
っ
て
。当
時
、保
護
者
会

に
出
席
す
る
よ
う
な
父
親
は
私
だ
け
で
し
た
か

ら
。ま
ぁ
、逆
ら
え
な
い
で
す
よ
ね（
笑
）」

　

保
護
者
会
の
会
長
は
、3
人
の
子
ど
も
1
人

に
つ
き
1
年
ず
つ
、計
3
年
間
務
め
た
。す
る
と
、

「
行
事
の
と
き
に
、い
つ
も
い
て
く
れ
る
の
は
宇

佐
美
さ
ん
」と
い
う
認
識
が
広
が
り
、子
ど
も
た

ち
全
員
が
小
学
校
に
あ
が
る
頃
に
は
、「
宇
佐
美

さ
ん
が
Ｐ
Ｔ
Ａ
役
員
を
す
る
の
は
、さ
も
当
然
」

と
い
う
流
れ
に
。そ
の
後
、Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長
に
就
任

し
な
が
ら
も
青
少
年
委
員
へ
の
オ
フ
ァ
ー
を
受
け

る
こ
と
に
な
っ
た
り
、そ
れ
を
引
き
受
け
た
こ
と

で
自
動
的
に
砧
地
区
の
委
員
も
任
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
り
…
と
いっ
た
経
緯
が
重
な
っ
て
、現
在

の
宇
佐
美
さ
ん
は
で
き
あ
が
っ
て
いっ
た
。

「
は
じ
め
は
、断
っ
た
り
も
し
た
ん
で
す
よ
。私
に

も
仕
事
が
あ
り
ま
す
し
。で
も
、『
活
動
は
ど
の

く
ら
い
の
ペ
ー
ス
で
す
か
？
』と
聞
い
た
ら
、『
月

2
回
く
ら
い
』と
言
わ
れ
て
、『
ま
ぁ
そ
の
く
ら
い

な
ら
』と
引
き
受
け
ち
ゃっ
た
。月
2
回
っ
て
、そ

れ
ひ
と
つ
の
役
職
あ
た
り
じ
ゃ
な
い
？
っ
て
今
な

ら
わ
か
る
ん
で
す
け
ど
ね（
笑
）」

　

こ
う
し
て
み
る
と「
な
ん
て
人
が
良
い
の
だ
ろ

う
」と
い
う
印
象
を
抱
く
か
も
し
れ
な
い
。け
れ

ど
、本
業
を
持
ち
な
が
ら
、人
の
良
さ
だ
け
で
こ

れ
だ
け
の
役
職
を
何
年
も
務
め
ら
れ
る
人
は
そ

う
い
な
い
。宇
佐
美
さ
ん
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョン
に
な
っ

て
い
る
の
は
、「
世
田
谷
の
自
然
に
育
て
ら
れ
た
」

と
い
う
強
い
自
負
な
の
だ
と
い
う
。

　

小
学
校
時
代
に
越
し
て
き
て
以
来
、ず
っ
と

こ
の
地
に
な
じ
ん
で
き
た
。砧
公
園
は
も
ち
ろ

ん
、国
分
寺
崖
線
は
そ
の
も
の
が
遊
び
場
で
、崖

の
林
の
中
で
か
け
っ
こ
を
し
た
り
、わ
き
水
の
流

れ
る
小
川
で
タ
ニ
シ
獲
り
に
興
じ
た
。た
だ
、無

邪
気
に
過
ご
し
て
い
た
よ
う
で
い
て
、世
田
谷
の

自
然
は
人
と
の
関
わ
り
方
、社
会
で
生
き
て
い

く
ル
ー
ル
を
教
え
、何
よ
り『
生
き
抜
く
力
』を

与
え
て
く
れ
た
。

「
高
校
時
代
か
ら
学
費
を
稼
ぐ
た
め
に
ア
ル
バ
イ

ト
を
掛
け
持
ち
し
、ユ
ー
ス
ホ
ス
テ
ル
や
知
り
合

い
の
飲
食
店
を
手
伝
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
た
時

期
も
あ
り
ま
し
た
。ず
っ
と
裕
福
で
は
な
か
っ
た

け
れ
ど
、『
ど
こ
で
で
も
、ど
う
や
っ
て
で
も
生
き

て
い
け
る
』と
い
う
自
分
に
対
す
る
信
用
を
失
う

こ
と
は
な
か
っ
た
。こ
の
根
っ
こ
の
強
さ
は
、世
田

谷
の
自
然
由
来
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
」

　

一
方
で
気
に
な
る
の
は
、や
は
り
、最
近
の
子

ど
も
た
ち
の
心
の
弱
さ
。

「
遊
び
と
言
え
ば
ゲ
ー
ム
、外
で
も
ゲ
ー
ム
。で

も
、そ
れ
は
子
ど
も
た
ち
の
せ
い
じ
ゃ
な
い
。な
ん

で
も
禁
止
し
す
ぎ
た
今
の
大
人
が
作
っ
て
し
ま
っ

た
環
境
で
す
。私
は
、外
で
存
分
に
遊
べ
る
環
境

を
子
ど
も
た
ち
に
取
り
戻
し
た
い
。大
好
き
な

この緑地は、かつて個人の屋敷林で、古くから「五郎様の
森」と親しみを込めて呼ばれてきました。名称は所有者の
ご先祖「高橋五郎衛門」に由来しています。当財団が所有
者と契約ののち、整備を経て、平成 29 年 3 月より公開し
ています。また、隣接する「自然観察林」が区立の緑地となっ
たことで、民有の樹林地と公有の緑地を一体で公開するこ
とができました。是非ご訪問ください。

経堂五丁目特別保護区のほど近くに、21 か所目の地域共
生のいえ「KYODO HOUSE」が開設されました。暮らし
の中でアートやパーマカルチャーに触れ、「都会の持続
可能で、精神的に豊かな暮らし」
を実験し、シェアする場です。
リビングや、地下のギャラリー
を主に活用し、ワークショップ
や展覧会など幅広く活動してい
ます。

地域共生のいえ「K
きょうどう

YODO H
はうす

OUSE」（経堂5）

が開設

平成 29 年 8 月 2 日付で、（一財）日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）よりプライバシーマー
クを認定取得しました。この制度は、日本工業規格「JISQ15001 個人情報保護マネジメント
‐要求事項」に適合し、個人情報について適切な保護措置を講じている事業者等に、その旨
を示すマークを付与し、事業活動に関して使用を認める制度です。当財団では、業務におい
てお預かりしている個人情報の保護を重要な責務と認識し、管理の徹底に努めていきます。

新たに登録されたこの小さな森は、球根やこぼれ種などで
年々増えた、様々な花々に包まれたナチュラルで素敵なお
庭です。名称には、オーナーが子どもの頃から抱いていた
“庭を野原のようにしたい”という想いが込められています。
優しい色合いの花たちに囲まれ
ながら、参加者からは「癒されま
した」や「お花好きにはたまらな
い」などの感想をいただきました。
次回は平成 30 年 3 月頃を予定し
ています。どうぞお楽しみに。

プライバシーマーク（Ｐマーク）を認定取得

「代田・野原の小さな森」で、

初めてのオープンガーデンを開催

当財団は、今年度、東京都市大学と「大学と地域の連携に
よる新たな学びのプラットフォーム創出に関する共同研
究契約」を締結しました。これは、同大学都市生活学部の

「まちづくり演習」を活用して、大学生と地域住民がとも
に学び合う機会や場のあり方
について研究を進めるもので
す。演習期間は 9 ～ 12 月。
今 年 度 は、「KYODO HOUSE」

「タガヤセ大蔵」とともにプロ
グラムに取り組んでいます。

成城にある 2 つの財団管理施
設を中心に、周辺のみどりや
歴史を楽しむ催しを実施しま
した。当日は、みどりのまち
歩き（法人格成城自治会）、樫
尾 俊 雄 発 明 記 念 館 特 別 公 開

（（一財）樫尾俊雄記念財団）など、地域の方々との協働
によるプログラムも実施。これは、当財団が進める、地
域の力でまちの魅力を高める「プレイスメイキング」の取
り組みの一つであり、今後も地域の方々と連携・協働し
た企画を展開していきます。

猪股庭園お茶席 ＆ 旧山田邸カフェを開催

東京都市大学との連携による

「まちづくり演習」を実施

14か所目の市民緑地（約 617㎡）が誕生

「玉川台二丁目五郎様（ごろさま）の森」

昨年度、助成審査会で採択された「ふくふくのいえ（喜多見
9-14-15）」では、戸建住宅１階部分と庭を活用し、乳幼児と
その親の交流スペース「おでかけ広場」と月１回の高齢者サ
ロンを開催。「薪まきカフェ（千歳台 6-8-9）」（写真）では、
都市と里山を薪ストーブの活用によってつなぐ、コミュニティカ
フェをオープン。自然環境のミニプログラムも実施し、地域で
のゆるやかなつながりを育む一歩を踏み出しています。

平成 28 年度「世田谷らしい空き家等地域貢献

活用助成」２団体　活動がスタート

世
田
谷
の
自
然
を
知
っ
て
、そ
し
て
、た
く
さ
ん
の

人
と
出
逢
っ
て
も
ら
い
た
い
。自
然
の
中
で
で
き

る
経
験
は
、『
人
生
の
答
え
は
ひ
と
つ
じ
ゃ
な
い
』

と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。そ
れ
を
知

る
こ
と
が
で
き
た
ら
、引
き
こ
も
る
子
の
数
も

グ
ッ
と
減
る
と
思
う
ん
で
す
」

　

10
年
続
い
た
青
少
年
委
員
の
役
も
今
年
で
お

納
め
。け
れ
ど
、宇
佐
美
さ
ん
に
今
後
の
展
望
を

う
か
が
う
と
、む
し
ろ
今
ま
で
以
上
に
地
域
と
の

関
わ
り
に
意
欲
を
燃
や
し
て
い
る
様
子
だ
。

「
引
退
し
た
ら
、今
ま
で（
忙
し
く
て
）な
か
な

か
で
き
な
か
っ
た『
地
域
の
子
ど
も
一
人
ひ
と

り
と
の
関
わ
り
』を
も
っ
と
密
に
し
た
い
ん
で
す

よ
ね
。常
に
大
人
が
見
守
れ
る
子
ど
も
の
居
場

所
づ
く
り
に
も
力
を
入
れ
た
い
か
ら
、Ｎ
Ｐ
Ｏ

と
か
も
立
ち
上
げ
た
い
か
な
。そ
れ
に
、子
ど
も

た
ち
に
自
然
の
素
晴
ら
し
さ
を
伝
え
る
た
め
に

は
、私
自
身
が
自
然
に
詳
し
く
な
ら
な
い
と
い
け

な
い
で
し
ょ
う
？
だ
か
ら
ね
、今
、密
か
に
勉
強

中
な
ん
で
す
よ
。木
と
か
鳥
、虫
の
名
前
と
か
ね

（
笑
）」

平成29年6月、大蔵三丁目公園で行われた青少年砧地
区委員会主催「子ども自然観察会」の様子。中央の水色
のTシャツが宇佐美さん。

3/25（土）

10/21（土）-22（日）4/26（水）

8/2（水）

宇
う

佐
さ

美
み

 武
た け

志
し

さん
　顔見知りの大人が親以外にもたくさんい
ることは、子どもが安心して地域で暮らすた
めのひとつの条件でしょう。「人と人とをつ
なぐのが生き様」と自負し、子どもが安心で
きる家や学校以外の居場所づくりにも心を
砕いている宇佐美武志さん。長年、地域の
役職をいくつも担ってきたモチベーションの
源と、その目に映る子どもたちの未来につ
いてうかがいました。

世田谷区青少年委員会会長

人
と
人
、人
と
地
域
を
つ
な
ぎ
、今
と
い
う
時
代
を
未
来
へ
と
つ
な
げ
る「
未あ

来す

を
紡
ぐ
人
」。
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　　　一般財団法人 世田谷トラストまちづくり
〒155-0031 世田谷区北沢2-8-18 北沢タウンホール
Tel 03-6407-3312　 Fax 03-6407-3319

発行

平成29年4月1日～9月30
日までに、970,580円の寄
附金（トラスト会費、一般寄
附）を皆様方からいただきま
した。誠にありがとうござい
ました。今後も引き続きご支
援いただきたくお願い申し
上げます。

ご寄附のお礼

財団では、区内に残されたかけがえのな
い環境を、区民共有の宝物としてみんな
で協力して守り育て、次世代に引き継い
でいくことを目的として、“世田谷のト
ラスト運動”をすすめています。
あなたも世田谷の自然環境を守る「トラ
スト会員」になりませんか。

左下のＱＲコードメールアドレス（モ
リモリ）あてに、「パンフレット希望、
郵便番号、住所、氏名」を記入して送
信してください。

「ヤモリのモリモリ」缶バッジもプレ
ゼント。電話、FAXでも受付中です。
　

トラスト会員
案内パンフレットを
お送りします

    morimori@setagayatm.or.jp

キャンペーン限定カラー
オリジナルてぬぐいプレゼント‼

※自動引落しでのお取り扱いはありません。
※現在３年会員の方の更新は対象外です。

マロンまたは紫
どちらが届くかは
お楽しみに！

※子ども会員・学校会員・特別会員はキャンペーン対象外となります。　
※複数のキャンペーンが対象となる場合でも、対象となるのは一つのキャンペーンのみとなります。　
※詳細はトラスト会員担当までお問い合わせください。

トラスト会員入会キャンペーン実施中！
世田谷の自然や歴史的・文化的環境を守り育む 2018年3/31（土）まで

2017年12/1（金）から

キャンペーン期間

※ご家族のお名前・生年月日をお知らせください。

※引落し手数料は財団が負担します。専用の利用申込書
　をお送りしますのでお問い合わせください。

有効期限2019年3月末まで延長 賛助会員（個人・家族・法人）
に入会した方

3年会員に申し込んだ方

個人会員から家族会員に
変更した方

自動引落しをお申し込みの方

会員特典
❶ 会員証発行 

※学校会員除く

❷ トラストまちづくり
情報誌等の送付 

❸ 事業協力者からの
サービス提供

❹ イベント参加の優待

※希望者に送付します。
　情報等は財団HPからも
　ダウンロードできます。

会費種別と年会費
●個人賛助会員　１年会員　１口1,000円　　３年会員　１口3,000円

●家族賛助会員　１年会員　１口2,000円　　３年会員　１口6,000円

●法人賛助会員　１年会員　１口10,000円　 ３年会員　１口30,000円

●子ども会員　　小学校在学期間1,000円

●学校会員　　　無料　※世田谷区内の小中学校が対象

【ビジターセンター】 成城 4-29-1　☎ 03-3789-6111 【フラワーランド】 瀬田 5-30-1　☎ 03-3707-7881

【財団ホームページ】
世田谷トラストまちづくり
http://www.setagayatm.or.jp/

【フェイスブック】
https://www.facebook.com/tm.toramachi

【ツイッター】
https://twitter.com/setagaya_tm




