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あなたのいえを地域資源 として  ひろがるまちづくり

個
人
が
所
有
す
る

空
き
家
、
空
室
、
空
き
部
屋
な
ど
の
建
物
を

地
域
資
源
と
し
て
捉
え
、

人
々
が
ゆ
る
や
か
に
つ
な
が
り
を
持
ち
な
が
ら
、

共
に
暮
ら
し
て
い
け
る

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
。

個
人
が
か
か
え
る

高
齢
者
や
障
害
者
福
祉
、
子
育
て
の
課
題
も

地
域
の
絆
に
よ
っ
て

軽
減
や
解
決
の
糸
口
が
見
え
て
く
る
。

ま
た
複
数
の
課
題
が
重
な
っ
た
と
き
こ
そ
、

新
た
な
可
能
性
が

生
ま
れ
る
チ
ャ
ン
ス
か
も
し
れ
な
い
。

築 80 年の建物が持つ、あたたかい雰囲気に包まれた空間。コンサートや映画鑑賞には 40 〜 50 人が入る。

デイサービスに通う高齢者のなかにはコックさんだった方もいて、みんなで料理をすることも。

特 集

世田谷トラストまちづくりとの関わりの中で生まれた 3 つの「場」をたずねた。　 そこには、新たな価値や生き甲斐を見出し、地域貢献に取り組む人たちの姿があった。

楽ちん堂 
カフェ

タガヤセ
大 蔵

シェア　　
奥 沢

NPO スタッフと学校帰りの子どもたちとのゆったりとした時間が流れる憩いの空間。
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1階を「タガヤセ大蔵」に
2階は賃貸住宅のまま賃貸住宅のみ

空き

空き 空き 空き

BEFORE AFTER

三
島
育
徳
会
と
で
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー

ム
を
立
ち
上
げ
た
。
2
年
か
け
て

視
察
や
検
討
を
重
ね
て
い
た
と
こ
ろ
、

方
向
性
が
似
て
い
る
こ
と
か
ら
興
味

を
持
ち
、
区
の
「
地
域
貢
献
活
用
モ

デ
ル
事
業
」
に
応
募
し
、
改
修
費
用

等
の
助
成
を
受
け
た
。
福
祉
の
先
進

国
北
欧
で
い
わ
れ
る
「
福
祉
は
住
宅

に
始
ま
り
住
宅
に
終
わ
る
」
と
の
考

え
に
も
出
合
い
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
で
あ

り
な
が
ら
住
宅
の
延
長
の
よ
う
な
空

間
づ
く
り
も
心
が
け
た
。

　

一
般
に
高
齢
者
施
設
や
障
害
者

施
設
を
つ
く
る
場
合
に
は
、
近
隣
か

ら
の
偏
見
や
反
対
も
少
な
く
な
い
が
、

幸
い
に
も
す
ん
な
り
受
け
入
れ
ら
れ

た
。
新
築
で
は
な
い
の
で
ま
ち
の
景

色
が
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
や
、
オ
ー

ナ
ー
も
事
業
者
も
同
じ
地
域
だ
と
い

う
安
心
感
が
功
を
奏
し
た
の
で
は
と

ふ
り
返
る
。

　

タ
ガ
ヤ
セ
大
蔵
の
あ
る
こ
の
地
域

は
、
町
会
へ
の
加
入
率
約
90
％
を
誇

る
ほ
ど
住
民
の
つ
な
が
り
が
強
い
場

　
「
畑
と
緑
と
古
い
家
が
点
在
す
る

の
ど
か
な
風
景
っ
て
世
田
谷
ら
し
い
で

す
ね
」

　

そ
う
話
す
の
は
、
２
０
１
４
年
9

月
に
オ
ー
プ
ン
し
た「
タ
ガ
ヤ
セ
大
蔵
」

の
オ
ー
ナ
ー
・
安
藤
勝
信
さ
ん
。
こ

こ
大
蔵
は
畑
が
多
い
地
域
だ
っ
た
が
、

都
市
に
人
口
が
集
中
し
た
１
９
８
０

年
代
に
急
速
に
宅
地
化
が
進
み
、
農

地
が
住
宅
地
へ
と
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て

いっ
た
。
こ
の
木
造
賃
貸
ア
パ
ー
ト
も
、

ま
さ
に
１
９
８
６
年
に
建
て
ら
れ
た

築
30
年
の
建
物
だ
。

　

２
０
０
９
年
に
安
藤
さ
ん
は
祖
父

か
ら
不
動
産
経
営
事
業
を
受
け
継
い

だ
が
、
こ
の
物
件
は
、
一
般
に
25
年

程
度
で
建
て
替
え
ら
れ
て
し
ま
う
と

も
い
わ
れ
る
木
造
賃
貸
ア
パ
ー
ト
の
築

年
数
を
迎
え
て
い
た
。
不
動
産
情
報

と
し
て
出
さ
れ
る
築
年
数
、
間
取
り
、

最
寄
り
の
成
城
学
園
前
駅
か
ら
徒
歩

約
20
分
と
い
う
距
離
。
そ
の
ど
れ
も

が
借
り
手
の
ニ
ー
ズ
か
ら
は
ず
れ
は
じ

め
て
い
た
。
そ
し
て
空
室
が
1
つ
で
き

る
と
、
つ
ら
れ
る
よ
う
に
ま
た
1
室
、

ま
た
1
室
と
増
え
て
い
く
。
全
6
室

の
う
ち
4
室
が
空
室
と
な
っ
た
と
き
、

安
藤
さ
ん
は
家
賃
の
値
下
げ
を
試
み

　

ピ
ン
ポ
ン
と
チ
ャ
イ
ム
を
鳴
ら
し
、

靴
を
脱
ぎ
玄
関
を
上
が
る
。
本
や
雑

貨
、
芸
術
的
な
オ
ブ
ジ
ェ
が
何
気
な

く
置
か
れ
た
部
屋
、
使
い
勝
手
の
良

さ
そ
う
な
キ
ッ
チ
ン
を
通
っ
て
、
縁
側

の
あ
る
二
間
つ
づ
き
の
部
屋
へ
入
る
。

昭
和
の
香
り
が
漂
う
居
心
地
の
良
い

空
間
。
お
友
だ
ち
の
家
に
遊
び
に
来

た
よ
う
な
懐
か
し
い
気
持
ち
に
な
る
。

　

そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
こ
こ
は
家
屋

の
空
き
部
屋
を
地
域
の
交
流
ス
ペ
ー

ス
と
し
て
開
放
し
た
「
地
域
共
生
の

い
え
」。「
シ
ェ
ア
奥
沢
」
と
い
う
名

称
で
、
２
０
１
４
年
4
月
に
正
式
に

オ
ー
プ
ン
し
た
も
の
だ
。
オ
ー
ナ
ー
の

堀
内
正
弘
さ
ん
が
暮
ら
す
築
約
90
年

た
。
そ
れ
で
も
借
り
手
は
つ
か
ず
、

試
し
に
1
室
の
リ
フ
ォ
ー
ム
を
行
っ
て

き
れ
い
に
し
た
。
し
か
し
そ
れ
で
も

空
室
は
埋
ま
ら
な
い
。
今
ま
で
ど
お

り
の
対
策
で
は
も
う
ど
う
に
も
な
ら

な
い
こ
と
に
気
が
つい
た
と
い
う
。

　

そ
こ
で
頼
り
に
し
た
の
は
友
人
の

建
築
家
・
天
野
美
紀
さ
ん
だ
っ
た
。

彼
女
は
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョン
に
先
駆
的
な

設
計
事
務
所
出
身
。
し
か
し
そ
の
彼

女
で
す
ら
、
デ
ザ
イ
ン
だ
け
で
は
本

質
的
な
解
決
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い

か
、
と
２
人
は
半
年
間
フ
リ
ー
ズ
し
た

よ
う
な
状
態
で
困
り
果
て
て
し
ま
っ
た
。

　

時
を
同
じ
く
し
て
、
こ
の
ア
パ
ー
ト

の
２
軒
隣
の
実
家
に
住
む
安
藤
さ
ん
の

祖
父
が
入
院
。
退
院
す
る
際
の
介
護

申
請
を
き
っ
か
け
に
、
福
祉
業
界
で

働
く
人
と
のつ
な
が
り
が
で
き
た
。

　

困
難
な
問
題
に
対
峙
し
た
と
き

安
藤
さ
ん
が
発
想
し
た
の
は
、
平
行

し
て
起
き
た
「
空
室
」
と
「
福
祉
」

と
い
う
２
つ
の
問
題
を
、
う
ま
く
つ
な

げ
ら
れ
な
い
か
と
い
う
こ
と
。
ご
く

普
通
の
ア
パ
ー
ト
で
も
、
で
き
る
こ
と

が
き
っ
と
あ
る
、
と
考
え
た
。

　

そ
こ
で
、
天
野
さ
ん
ら
建
築
の
プ
ロ

と
地
域
に
根
ざ
す
社
会
福
祉
法
人
大

『 シ ェ ア 奥 沢 』
—奥沢二丁目—

所
。
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
だ
け
で

な
く
、
だ
れ
で
も
気
軽
に
立
ち
寄
れ

る
よ
う
な
場
づ
く
り
を
め
ざ
し
て
地

域
に
開
い
て
い
る
。
ま
た
、
福
祉
を
身

近
に
感
じ
て
も
ら
う
た
め
、毎
月
1
回

「
認
知
症
カ
フェ
」も
開
催
し
て
い
る
。

　

安
藤
さ
ん
は
現
在
区
内
の
他
地
域

に
住
ん
で
い
る
の
で
、
ご
自
身
の
こ
と

を
半
分
よ
そ
者

4

4

4

だ
と
い
う
。
自
分
や

の
母
屋
と
、
シェア
奥
沢
の
築
約
80
年

の
平
屋
が
棟
続
き
に
な
って
い
る
。
堀

内
さ
ん
の
祖
父
が
関
東
大
震
災
の
直

後
に
建
て
た
住
宅
で
、
緑
溢あ

ふ
れ
る
庭

も
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
「
ア
ー
ト
」「
も
の
づ
く

り
」「
コ
ワ
ー
キ
ン
グ
ス
ペ
ー
ス
」
の
3

本
柱
を
中
心
に
、
オ
ー
ナ
ー
に
よ
って

運
営
さ
れ
て
い
る
。
ど
れ
も
堀
内
さ

ん
ご
自
身
が
興
味
を
持
って
い
る
こ
と

や
、
や
っ
て
み
た
い
こ
と
だ
。
地
域
の

人
に
よ
る
コ
ン
サ
ー
ト
や
映
画
上
映

会
、
絵
画
鑑
賞
の
イ
ベン
ト
に
は
た
く

さ
ん
の
人
が
訪
れ
、
料
理
、
ボ
タ
ニ
カ

ル
ア
ー
ト
、
太
極
拳
、
ヨ
ガ
な
ど
の

教
室
も
開
か
れ
る
。
フ
リ
ー
の
ラ
イ

タ
ー
が
仕
事
場
の
書
斎
の
よ
う
に
使

う
こ
と
も
あ
る
の
だ
と
か
。

空
室
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
×
福
祉

ア
パ
ー
ト
の
空
室
を
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
＆
認
知
症
カ
フ
ェ
の
場
に

タガヤセ大蔵の裏にある安藤家の畑。援農や福祉利
用など、農地に新たな価値を見出していきたいという。
秋には在来種の「大蔵大根」も穫れる。

自
宅
の
空
き
部
屋
を
地
域
の
交
流
ス
ペ
ー
ス
に

自
宅
の
空
き
部
屋
を
地
域
の
交
流
ス
ペ
ー
ス
に

オ
ー
ナ
ー
と
利
用
者
が
と
も
に
楽
し
む
家

オーナーの安藤勝信さん（奥）。「世田谷区の空き家活用の取り組みは進ん
だ考え方だと思う」と話す。社会福祉法人大三島育徳会の丸山真吾さん（手
前）は「タガヤセ大蔵デイ」の管理者・相談員。

和室の畳は、利用者の DIY で板の間に張り替えた。奥の電子ピアノは堀内さんがコンサートに
使えるように改造したもの。アナログ再生にこだわったレコードプレイヤーや手作りの真空管アン
プは、最高の音で鑑賞をしてもらいたいとの思いから、堀内さんの趣味の装置を提供。

空き家等地域貢献活用相談窓口
世田谷トラストまちづくりでは、区内
にある空き家等を地域資源と捉え、
空き家等の地域貢献活用を目的とし
た相談窓口業務を世田谷区から受
託し、開設しています。 地域貢献活
用に提供いただける空き家等を所有
するオーナーと、利用団体とのマッチ
ングに取り組み、「地域コミュニティ
の活性化・再生」をめざします。

家
族
の
生
ま
れ
育
っ
た
場
所
の
こ
と

を
し
っ
か
り
考
え
る
こ
と
か
ら
は
じ

め
、
今
後
は
、
畑
や
古
い
家
や
庭
を

含
め
て
「
タ
ガ
ヤ
セ
大
蔵
」
と
し
て

い
き
た
い
そ
う
だ
。

　

こ
の
事
例
が 

〝
地
域
の
共
有
価
値

の
創
造
〟
の
一
助
に
な
れ
ば
、
と
安

藤
さ
ん
。

　

人
々
が
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
っ

て
、
90
歳
代
の
祖
父
も
少
し
ず
つ
元

気
を
取
り
戻
し
て
き
た
。
2
月
に
は

畑
の
手
伝
い
や
収
穫
を
か
ね
て
、
安

藤
さ
ん
の
娘
さ
ん
の
初
節
句
に
も
ち
を

つ
こ
う
と
50
人
以
上
が
集
ま
っ
た
。　
　

　
「
は
じ
め
は
空
き
家
と
私
し
か
い
な

か
っ
た
の
に
、
多
く
の
人
と
出
会
え

た
こ
と
が
う
れ
し
い
」
安
藤
さ
ん
は
、

そ
う
今
ま
で
を
ふ
り
返
る
。

地域共生のいえ

世田谷らしい空き家等の地域貢献活用モデル

『 タ ガ ヤ セ 大 蔵 』

　 　 　 　 　 　 —大蔵五丁目—
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宅
介
護
で
家
に
い
る
時
間
が
多
く
な

り
、
な
か
な
か
出
か
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
堀
内
さ
ん
に
と
って
、
自
分
が

好
き
な
音
楽
や
映
画
な
ど
が
こ
こ
で

開
催
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
助
か
る

と
い
う
。

　

イ
ベン
ト
を
自
分
の
楽
し
み
と
し
て

捉
え
る
こ
と
で
運
営
に
お
け
る
心
の

負
担
を
軽
く
し
、
続
け
た
い
か
ら
こ

そ
無
理
を
せ
ず
、
フ
ル
稼
働
さ
せ
な

い
。
利
用
者
も
地
域
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
や

ご
縁
の
あ
っ
た
顔
見
知
り
を
基
本
と

し
て
い
る
。
う
れ
し
い
の
は
、
こ
こ
で

出
会
っ
た
利
用
者
同
士
の
交
流
が
生

ま
れ
た
り
、
手
を
組
ん
で
新
た
な
企

画
を
考
え
た
り
と
い
う
化
学
反
応
。

み
ん
な
の
役
に
立
っ
て
い
る
と
実
感
で

き
る
そ
う
だ
。

　

堀
内
さ
ん
は
、
こ
れ
か
ら
は
自
ら

の
シェア
奥
沢
の
よ
う
に
、民
間
リ
ソ
ー

ス
を
活
用
し
た
地
域
共
生
の
ま
ち
づ

自
由
に
と
っ
て
い
い
。
多
い
と
き
に
は

約
400
人
分
を
2
時
間
ほ
ど
で
用
意
し

た
。
ま
た
観
劇
中
は
ス
タ
ッフ
が
観
客

の
子
ど
も
を
預
か
って
遊
ば
せ
た
。
日

常
を
忘
れ
、
心
か
ら
演
劇
を
楽
し
ん

で
も
ら
い
た
い
と
の
配
慮
か
ら
だ
っ
た
。

　

公
演
の
た
び
に
や
っ
て
き
た
「
料

理
」
と
「
保
育
」。
こ
の
2
つ
を
つ
な

げ
て
、
地
域
で
の
新
た
な
仕
事
に
し

た
い
と
夫
妻
は
考
え
て
い
た
。

　

２
０
１
１
年
に
こ
の
場
所
で
は
じ
め

た
の
が
、
週
末
の
民
間
児
童
預
か
り

事
業
「
楽
ち
ん
堂
」
だ
。
か
つ
て
舞

台
を
支
え
て
き
た
ス
タ
ッフ
と
と
も
に

試
行
錯
誤
の
運
営
だ
っ
た
が
、
次
第

に
そ
れ
ぞ
れ
の
居
場
所
や
で
き
る
こ

と
を
見
出
し
、
こ
こ
ら
し
い
自
由
度

の
高
い
ス
タ
イ
ル
が
形
づ
く
ら
れ
て
いっ

た
。
利
用
者
に
は
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
の

子
や
不
登
校
の
子
も
多
く
、
安
全
な

場
所
、
見
守
る
大
人
の
存
在
、
体
に

よ
い
食
事
を
提
供
す
る
こ
と
を
心
が

け
た
。
昨
年
末
ま
で
に
登
録
人
数
は

100
人
を
越
え
た
と
い
う
。

　

そ
の
活
動
が
認
め
ら
れ
、
２
０
１
３

年
に
は
公
益
信
託
世
田
谷
ま
ち
づ
く

り
フ
ァ
ン
ド
「
ま
ち
を
元
気
に
す
る

　

堀
内
さ
ん
は
建
築
設
計
や
都
市
設

計
を
す
る
建
築
家
で
あ
り
、
多
摩
美

術
大
学
の
デ
ザ
イ
ン
学
科
の
教
授
で

も
あ
る
。
日
頃
か
ら
日
本
に
お
け
る

将
来
の
都
市
づ
く
り
、
社
会
づ
く
り

の
ビ
ジ
ョン
の
欠
如
を
危
惧ぐ

し
、
コ
ミュ

ニ
ケ
ー
シ
ョン
デ
ザ
イ
ン
を
テ
ー
マ
の
ひ

と
つ
と
し
て
い
る
。

　

ま
ず
、
教
え
子
た
ち
が
、
空
き
部

屋
を
作
品
の
制
作
に
使
い
始
め
た
こ

と
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
料
理
づ
く

り
を
と
お
し
た
交
流
を
め
ざ
す
「
共

奏
キ
ッ
チ
ン
」
や
、
音
楽
会
を
開
き

た
い
と
い
う
人
な
ど
が
続
々
と
現
れ
た

こ
と
か
ら「
場
」づ
く
り
が
始
ま
っ
た
。

　

空
き
部
屋
は
住
ん
で
い
た
親
族
が

出
て
か
ら
、
15
年
あ
ま
り
ゴ
ミ
屋
敷

状
態
と
な
って
い
た
。
ひ
と
り
で
は
片

付
け
る
こ
と
も
諦
め
て
い
た
が
、
利

用
希
望
者
が
掃
除
や
片
付
け
を
し
て

く
れ
、
約
一
ヶ
月
で
使
え
る
よ
う
に

『

楽
ち
ん
堂
カ
フ
ェ
』

　
　
　
　—

野
毛
二
丁
目—

な
っ
た
。
な
る
べ
く
お
金
を
か
け
な
い

よ
う
に
と
Ｄ
Ｉ
Ｙ
で
修
繕
し
、
建
物

本
来
の
味
わ
い
を
活
か
し
た
素
敵
な

空
間
に
生
ま
れ
変
わ
ら
せ
た
。
ご
自

身
で
は
「
文
化
財
と
い
う
ほ
ど
の
建

物
で
は
な
い
が
、
ほ
と
ん
ど
手
を
加

え
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
で
、
む
し
ろ
価

値
が
あ
る
も
の
に
な
っ
た
の
で
は
」
と

話
す
。「
普
通
の
家
だ
か
ら
こ
そ
居

心
地
が
よ
く
、
使
い
勝
手
が
い
い
」

と
利
用
者
か
ら
も
評
判
だ
。

　

良
い
影
響
は
利
用
者
の
み
な
ら
ず
、

ご
家
族
に
も
波
及
し
て
い
る
。
一
緒

に
暮
ら
す
要
介
護
5
の
お
母
さ
ま
は
、

こ
こ
で
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
が
行
わ
れ
る

と
き
は
、
同
じ
敷
地
内
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
お
化
粧
を
し
て
楽
し
み
に
見

に
く
る
よ
う
に
な
っ
た
と
の
こ
と
。
離

れ
て
暮
ら
す
姉
も
友
人
を
連
れ
て
イ

ベン
ト
に
来
る
よ
う
に
な
り
、
家
族
間

の
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョン
も
増
し
た
。
在

　

楽
ち
ん
堂
カ
フ
ェ
を
運
営
す
る
の

は
、「
欠
点
こ
そ
魅
力
で
あ
る
」「
困
っ

て
る
人
を
見
過
ご
さ
な
い
」「
楽

し
く
働
く
」
と
い
う
理
念
の
も
と
、

２
０
０
７
年
に
設
立
さ
れ
た
特
定
非

営
利
活
動
法
人
ら
・
ら
・
ら
。
40
年

に
わ
た
っ
て
イ
ッ
セ
ー
さ
ん
と
と
も
に

興
行
を
続
け
て
き
た
演
出
家
の
森
田

雄
三
さ
ん
と
、
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
森

田
清
子
さ
ん
の
夫
妻
が
中
心
と
な
っ

て
い
る
。

　

舞
台
興
行
を
行
わ
な
く
な
っ
た
後
、

自
分
た
ち
は
何
を
す
れ
ば
い
い
の
か
。

森
田
さ
ん
夫
妻
が
悩
み
迷
い
な
が
ら

出
し
た
答
え
は
、
こ
れ
ま
で
自
分
た

ち
が
積
み
重
ね
て
き
た
こ
と
を
活
か

す
と
い
う
こ
と
。

　

イ
ッ
セ
ー
さ
ん
の
舞
台
で
は
、
開
演

ま
で
の
ひ
と
と
き
を
、
観
客
は
ア
ッ
ト

ホ
ー
ム
な
も
て
な
し
で
迎
え
ら
れ
た
。

ロ
ビ
ー
に
並
べ
ら
れ
た
ス
タ
ッ
フ
の
手

づ
く
り
料
理
や
飲
み
物
を
、
観
客
は

拠
点
づ
く
り
」
部
門
の
助
成
を
受
け

て
建
物
や
設
備
の
改
修
を
行
い
、
更

な
る
活
動
の
ス
タ
ー
ト
を
切
る
こ
と
が

で
き
た
。２
０
１
４
年
5
月
に
は
、「
楽

ち
ん
堂
」
の
利
用
者
層
や
用
途
を
発

展
さ
せ
、
地
域
の
方
に
も
開
か
れ
た

場
所
に
し
た
い
と
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
カ
フ
ェ

を
オ
ー
プ
ン
。
カ
フ
ェの
ほ
か
学
童
保

育
、
レ
ン
タ
ル
ス
ペ
ー
ス
、
参
加
型
ま

ち
づ
く
り
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
演
劇
ワ
ー
ク

シ
ョッ
プ
な
ど
を
行
い
、
地
域
の
人
た

ち
と
の
繋
が
り
が
ど
ん
ど
ん
広
が
り
、

多
種
多
様
な
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
ス
ペ
ー
ス
と

な
って
い
る
。

　

こ
の
カ
フェ
と
同
時
に
、
臨
床
心
理

士
の
資
格
を
持
ち
、
思
春
期
の
子
ど

も
た
ち
の
支
援
が
専
門
の
森
田
夫
妻

の
息
子
さ
ん
を
中
心
と
し
て
、
隣
接

す
る
施
設
で
中
高
生
対
象
の
放
課
後

等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
「
イ
ク
ツ
ア
ル
ポ
ッ

ク
」を
開
所
。
そ
し
て
２
０
１
５
年
の

4
月
か
ら
は
、
新
た
に
高
齢
者
の
運

営
す
る
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
サ
ロ
ン
「
せ
め
て

し
ゅ
う
い
ち
」
が
は
じ
ま
る
。

　

演
劇
か
ら
民
間
学
童
、
多
世
代

の
集
ま
る
場
ま
で
、
根
底
に
あ
る
の

は
「
集
ま
っ
て
一
緒
に
何
か
を
し
て
、

く
り
を
広
め
た
い
と
考
え
て
い
る
。

世
田
谷
か
ら
発
信
し
て
、
い
ず
れ
全

国
に
。
そ
の
た
め
に
、
タ
ガ
ヤ
セ
大
蔵

の
安
藤
さ
ん
な
ど
オ
ー
ナ
ー
ら
と
勉

強
会
も
開
い
て
い
る
。
世
田
谷
で
の

実
践
で
培
わ
れ
た
、
空
き
家
活
用
の

民
間
学
童
か
ら

多
世
代
の
集
ま
る
場
へ
と
展
開
中

特
定
非
営
利
法
人
「
ら
・
ら
・
ら
」
が
運
営
す
る

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ
フ
ェ

ノ
ウ
ハ
ウ
の
公
開
、
維
持
・
運
営
し
て

い
く
た
め
の
仕
組
み
づ
く
り
が
目
標
。

み
ど
り
豊
か
な
住
環
境
や
地
域
の
絆

に
つい
て
、オ
ー
ナ
ー
が
率
先
し
て
守
っ

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

取
り
組
ん
で
い
る
。

　

こ
こ
は
俳
優
・
イ
ッ
セ
ー
尾
形
さ

ん
が
長
年
、
ス
タ
ジ
オ
兼
稽
古
場
と

し
て
使
って
き
た
場
所
。
イ
ッ
セ
ー
さ

ん
が
舞
台
活
動
を
休
止
し
た
の
を
機

に
、
ス
タ
ッ
フ
が
新
た
な
道
を
開
拓

し
、
地
域
と
交
流
す
る
コ
ミ
ュニ
テ
ィ

カ
フェへ
と
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。

（左）多世代の地域交流の場「楽ちん堂カフェ」。
（右）中高生の居場所「イクツアルポック」。

（上）堀内さんが持っていた大工道具を使って DIY。 （下）セミプロ
級の料理ができ、ここの使い勝手がわかっている「キッチンマスター」
は大活躍。この方 を々中心に参加者が手づくりの料理を準備し、イベ
ントと連動して懇親会、パーティをしている。交流もまた楽しい。

互
い
の
日
常
を
共
有
す
る
こ
と
で
、

見
落
と
し
て
し
ま
い
そ
う
な
そ
れ
ぞ

れ
の
魅
力
を
発
見
し
、
居
場
所
を
つ

く
る
」
と
い
う
こ
と
だ
。

　

紆
余
曲
折
を
経
た
今
、
も
と
も
と

の
理
念
で
あ
っ
た
就
労
支
援
サ
ポ
ー
ト

の
ビ
ジ
ョン
が
見
え
て
き
た
と
こ
ろ
だ
。

将
来
は
、
イ
ク
ツ
ア
ル
ポ
ッ
ク
を
卒
業

し
た
子
ど
も
た
ち
や
高
齢
者
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
で
繋
が
っ
た
人
た
ち
の
働
け

る
場
に
も
繋
げ
た
い
と
考
え
て
い
る
。

「地域共生のいえ」づくり支援制度
区内の家屋等のオーナーによる、自己所有の建物の一部あるい
は全部を活用した公益的なまちづくりの “ 場 ” づくりを支援するこ
とで、地域共生のまちづくりを推進しています。世田谷トラストま
ちづくりの独自の事業です。

公
益
信
託
世
田
谷
ま
ち
づ
く
り
フ
ァ
ン
ド
　
ま
ち
を
元
気
に
す
る
拠
点

公益信託世田谷まちづくりファンド
まちを元気にする拠点
公益信託制度を活用したまちづくりファンドで
す。助成による資金的支援によって、区民の
まちづくり活動を応援します。

「公益信託世田谷まちづくりファンド」では「ま
ちを元気にする拠点づくり」部門を設け、区
民主体のまちづくり拠点整備を平成 18 〜 25
年度に助成しました。カフェのスタッフとはすっかり顔なじみ。気軽に遊びに来て、我が家のようにくつろぐ

子どもたち。

6 5



い
ま
、
な
ぜ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
必
要
な
の
か

　

人
口
減
少
の
時
代
に
突
入
し
て
い
る
日
本
社
会
。
今
後
は
数
千
万
人
が
減

少
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
経
済
成
長
と
と
も
に
整
備
さ
れ
て
き
た
多
く
の

イ
ン
フ
ラ
や
住
宅
は
過
剰
な
状
態
と
な
り
、
人
口
密
度
が
減
る
こ
と
で
人
々

の
距
離
感
は
広
ま
っ
て
い
く
。
そ
う
し
た
近
未
来
に
お
い
て
、
私
た
ち
は
ど

の
よ
う
な
暮
ら
し
を
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
今
、
あ
ら
た
め
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
存
在
意
義
を
問
い
か
け
た
い
。

　

東
日
本
大
震
災
を
契
機
に
「
つ
な
が
り
が
大
事
」
と
感
じ
た
人
も
多
い
だ

ろ
う
。
核
家
族
化
、情
報
化
、個
人
主
義
の
浸
透
な
ど
で
私
た
ち
の
暮
ら
し
は
、

面
倒
な
つ
な
が
り
が
な
く
と
も
生
き
て
ゆ
け
る
と
思
い
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の

よ
う
な
時
に
起
こ
っ
た
東
日
本
大
震
災
。
厳
し
い
状
況
の
中
で
、
地
域
の
人
々

に
よ
る
支
え
合
い
、
助
け
合
い
の
様
子
が
伝
わ
っ
て
く
る
と
、
私
た
ち
は
日

頃
か
ら
地
域
で
の
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
如
何
に
大
切
で
あ
る
か

再
認
識
さ
せ
ら
れ
た
。

　

そ
し
て
、
こ
の
震
災
を
踏
ま
え
て
私
た
ち
は
、
そ
う
し
た
つ
な
が
り
は
震

災
な
ど
の
非
常
時
に
限
ら
ず
、
日
頃
か
ら
の
準
備
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
気

付
い
た
。
防
災
マ
ッ
プ
の
作
成
や
要
援
護
者
の
調
査
な
ど
が
全
国
各
地
で
行

わ
れ
て
お
り
、
万
が
一
の
時
は
、
自
分
た
ち
の
暮
ら
し
を
自
分
た
ち
で
な
ん

と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
が
広
ま
り
つ
つ
あ
る
。
地
域
で
暮

ら
す
に
は
、
地
域
で
の
つ
な
が
り
が
大
事
。
そ
の
つ
な
が
り
を
生
み
出
す
こ

と
こ
そ
が
他
な
ら
ぬ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
で
あ
る
。

現
代
に
お
け
る
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形

　

し
か
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
大
切
と
い
っ
て
も
、
近
所
が
支
え
合
う
数
十

年
前
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
に
回
帰
す
る
の
は
難
し
い
。
筆
者
の
住
む
滋
賀

県
彦
根
市
の
伝
統
的
な
集
落
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
も
、
近
年
、
互
助
精

神
の
喪
失
が
危
惧
さ
れ
て
い
る
。

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
元
来
、
地
域
に
お
け
る
生
活
共
同
体
と
い
う
意
味
で
あ

り
、
地
域
と
い
う
物
理
的
な
空
間
・
範
囲
に
お
け
る
生
活
す
る
た
め
の
共
同

体
で
あ
る
。
数
十
年
前
ま
で
生
活
に
は
人
と
環
境
、
人
と
人
と
の
つ
な
が
り

が
必
要
で
あ
り
、
場
所
の
概
念
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
現
代
の
暮
ら
し
の
中
で
は
そ
う
し
た
必
要
性
は
希
薄
化
し
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
、
必
ず
し
も
「
必
要
と
さ
れ
る
つ
な
が
り
」

や
「
実
在
す
る
場
所
」
に
よ
ら
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
も
形
成
さ
れ
て
い
る
。

前
者
は
地
縁
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
後
者
は
好
縁
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
呼
ば
れ
る
。

東
日
本
大
震
災
で
は
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
な
ど
の
ネ
ッ
ト
上
の
好
縁
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

が
情
報
交
換
し
、
活
動
を
立
ち
上
げ
、
現
地
の
地
縁
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
支
援

し
て
お
り
、
両
者
の
連
携
が
被
災
現
場
に
お
い
て
、
行
政
に
よ
る
支
援
シ
ス

テ
ム
を
超
え
た
力
を
生
み
出
す
こ
と
が
実
証
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
「
つ
な
が

り
方
」
が
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

　

日
本
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
の
提
唱
者
で
あ
る
細
内
信
孝
は
、

発
想
を
し
た
１
９
９
５
年
当
初
か
ら
、
そ
の
活
動
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
「
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
は
従
来
の
「
起
業
」
と
同
じ
で
は
な
い
。
運
営
を

ス
ム
ー
ズ
に
保
つ
程
度
の
利
潤
を
得
る
こ
と
ま
で
は
否
定
し
な
い
が
、
最
大

の
目
的
か
つ
存
在
理
由
は
「
地
域
の
活
性
化
」
で
あ
る
。
誕
生
し
、
一
定
規

模
で
赤
字
を
出
さ
ず
に
存
続
し
、
地
域
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
続
け
る
と
こ

ろ
に
そ
の
意
義
が
あ
る
」（
※
２
）
と
し
、
地
域
活
性
化
の
た
め
の
継
続
的
な
活

動
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
未
来
像

　

こ
れ
か
ら
の
日
本
の
社
会
で
は
、
地
域
住
民
が
地
域
資
源
を
活
か
し
主
体

的
・
継
続
的
な
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
地
縁
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
と
好
縁
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
地
域
資
源
と
融
合
し
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ビ

ジ
ネ
ス
を
展
開
す
る
こ
と
で
新
し
く
柔
軟
な
「
し
な
や
か
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」

が
生
ま
れ
て
く
る
。
世
田
谷
ト
ラ
ス
ト
ま
ち
づ
く
り
に
お
け
る
地
域
共
生
の

い
え
づ
く
り
等
の
活
動
は
ま
さ
に
こ
の
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
創
造
で
あ

る
。
そ
う
し
た
場
か
ら
さ
ら
に
、
地
域
の
価
値
に
気
が
付
き
、
地
域
に
敬
意

を
払
い
、
ゆ
る
や
か
に
人
々
を
巻
き
込
み
、
事
業
性
を
加
味
し
な
が
ら
継
続

的
に
活
動
を
実
践
す
る
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
育
む
人
材
が
生
ま
れ
る
こ

と
を
期
待
し
た
い
。

必
要
と
さ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
主
体
の
ま
ち
づ
く
り

　

日
本
は
「
お
上
」
に
頼
っ
て
き
た
文
化
が
あ
る
が
、
近
年
の
情
報
化
や
個

人
主
義
の
浸
透
は
こ
の
形
を
打
ち
破
り
つ
つ
あ
り
、
自
ら
の
持
つ
力
に
気
付

い
た
市
民
が
、
自
ら
で
地
域
の
暮
ら
し
を
つ
く
る
こ
と
が
可
能
な
社
会
に
な

り
つ
つ
あ
る
。
個
人
主
義
の
浸
透
は
行
政
の
対
応
力
の
限
度
を
提
示
し
、
行

政
自
身
も
市
民
自
身
の
活
動
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
行
政
は
法
や
計
画
の
執
行
を
担
う
存
在
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
は

ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
発
想
は
生
ま
れ
な
い
。
一
方
、
経
済
の
主
体
で
あ
る
民

間
事
業
者
は
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
で
な
け
れ
ば
存
在
で
き
な
い
。
新
し
い
ク
リ

エ
イ
テ
ィ
ブ
な
ま
ち
づ
く
り
は
市
民
や
民
間
事
業
者
で
形
成
す
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
で
実
施
し
、
行
政
は
そ
の
き
っ
か
け
と
フ
ォ
ロ
ー
を
担
う
形
が
理
想
だ
。

　

た
だ
し
、
物
理
的
な
空
間
を
対
象
と
し
た
ま
ち
づ
く
り
活
動
に
お
い
て
は
、

そ
の
定
義
か
ら
地
域
に
根
ざ
し
た
地
縁
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
存
在
は
必
須
で
あ

る
。
筆
者
は
、
地
縁
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
好
縁
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
地
域
資
源
（
里

山
や
川
、
海
、
歴
史
遺
産
、
空
き
家
、
地
域
の
職
人
・
専
門
家
な
ど
）
と
融

合
し
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
を
実
践
す
る
形
（
※
１
）
を
推
奨
し
た
い
。

持
続
可
能
な
活
動
の
手
段
と
し
て
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
は
住
民
主
体
の
地
域
ビ
ジ
ネ
ス
で
あ
る
。
近
年
、

地
に
足
の
つ
い
た
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
と
し
て
全
国
的
に
広
ま
り
を

見
せ
て
い
る
。「
ビ
ジ
ネ
ス
」
と
名
前
が
つ
い
て
い
る
の
で
敬
遠
さ
れ
る
場
合

も
多
い
が
、
地
域
で
お
金
を
廻
す
こ
と
は
、
人
々
の
つ
な
が
り
の
再
構
築
の

手
段
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
お
金
を
廻
す
こ
と
で
活
動

の
継
続
性
も
生
ま
れ
て
く
る
。
持
ち
出
し
、
無
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
限
定
す

る
形
で
は
な
か
な
か
活
動
が
続
か
な
い
。
一
方
で
単
な
る
起
業
と
も
異
な
る
。 

鵜飼　修（うかい  おさむ）

滋賀県立大学 准教授
1969年大田区生まれ。ゼネコン
勤務後 2006 年11月より現職。
NPO 法人大森まちづくりカフェ
などでコミュニティ・ビジネス
を実践。現職では地域まちづく
りの担い手育成プログラム「近
江環人地域再生学座」を担当。
著書に「地域診断法」「コミュニ
ティ・ビジネスのすべて」など
多数。

し
な
や
か
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
る
地
域
創
生

【参考文献】
※1  タイセイ総合研究所＋細内信孝

「テーマコミュニティの森」ぎょうせい ,
２００２年
※ 2  シンクタンクの目（編集協力
ヒューマンルネッサンス研究所）,日
本工業新聞１９９５年9月6日

鵜
飼
　
修
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北
沢
川
緑
道
に
点
在
す
る
文
士
の
足
跡

北
沢
川
緑
道
か
ら
せ
せ
ら
ぎ
公
園
、
淡
島
へ

人
・
萩
原
朔
太
郎
の
作
品
に
登
場
す

る
「
代
田
の
丘
の 

61
号
鉄
塔
」
と
呼

ば
れ
る
も
の
だ
。
か
つ
て
こ
の
下
に
朔

太
郎
自
身
が
設
計
し
た
斬
新
な
住

居
が
あ
っ
た
と
い
う
。
詩
人
・
永
瀬

清
子
が
「
そ
の
屋
根
が
普
通
の
家
よ

り
鋭
角
で
黒
っ
ぽ
く
」
と
記
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
鉄
塔
を
意
識
し
た
デ

ザ
イ
ン
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
し
て
こ
の
先
か
ら
地
形
は
急
な

下
り
坂
と
な
り
、
重
力
に
ま
か
せ
て

足
を
進
め
れ
ば
、
お
の
ず
と
北
沢
川

に
た
ど
り
着
く
。
鶴
ヶ
丘
橋
に
あ
る

「
萩
原
朔
太
郎
・
葉
子
と
代
田
の
丘

の
61
号
鉄
塔
」
の
案
内
板
に
よ
る
と
、

「
定
本
青
猫
」
の
自
序
か
ら

「
都
会
の
空
に
映
る
電
線
の
青
白
い

ス
パ
ー
ク
を
、
大
き
な
青
猫
の
イ

メ
ー
ヂ
に
見
て
ゐ
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
萩
原
朔
太
郎

と
鉄
塔
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
昭
和

8
年
か
ら
55
歳
で
亡
く
な
る
ま
で

暮
ら
し
た
終
焉
の
地
。
代
田
の
風

景
は
作
品
の
中
に
紡
が
れ
、
今
に
伝

わ
る
。

　

北
沢
川
は
昭
和
40
年
代
に
、
上
流

の
赤
堤
か
ら
下
流
の
代
田
・
代
沢
・

池
尻
ま
で
の
約
4.3
キ
ロ
ほ
ぼ
全
域
が

暗
渠
化
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
地
上

部
は
北
沢
川
緑
道
と
し
て
整
備
さ
れ

た
。
ゆ
る
や
か
に
曲
が
り
な
が
ら
進

む
道
に
は
、
雑
木
や
桜
の
木
が
植
え

ら
れ
、
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
や
犬
の
散
歩
の

ル
ー
ト
と
し
て
、
ま
た
子
ど
も
た
ち

の
遊
び
場
と
し
て
住
民
の
憩
い
の
場

と
な
って
い
る
。

　

こ
の
道
に
沿
っ
て
「
北
沢
川
文
化

遺
産
保
存
の
会
」
に
よ
り
下
北
沢
ゆ

か
り
の
文
士
の
案
内
板
が
建
て
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
を
読
み
な
が
ら
歩

い
て
い
る
と
、
往
時
の
様
子
が
少
し

ず
つ
浮
か
び
上
が
って
く
る
よ
う
だ
。

　

鶴
ヶ
丘
橋
に
は
朔
太
郎
の
ほ
か
、

「
文
學
の
小
路
」と
刻
ま
れ
た
、斎
藤

茂
吉
に
つい
て
の
立
派
な
石
碑
が
あ
る
。

「
代
田
川
の
ほ
と
り
に
わ
れ
を
い
こ

は
し
む
柳
の
花
も
ほ
ほ
け
そ
め
つつ
」 

　
　
　
　
　
　
　
　
　     

茂
吉

　

昭
和
22
年
か
ら
25
年
ま
で
の
間
、

長
男
が
住
む
代
田
一
丁
目
で
過
ご
し

た
と
き
の
こ
と
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

　
つ
づ
い
て
、
三
好
達
治
旧
居
近
く
の

鎌
倉
橋
に
は
「
三
好
達
治
文
学
顕
彰

碑
」
が
あ
る
。
三
好
が
こ
の
地
で
編

ん
だ
詩
集『
百
た
び
の
の
ち
』の
中
の

一
篇「
閑
窓
一い
っ
盞さ
ん
」が
記
さ
れ
て
い
る
。

諸
国
を
さ
す
ら
っ
た
末
、
代
田
一
丁

目
一
番
地
に
16
年
間
住
み
、
風
狂
の

詩
人
は
、
こ
こ
を
終
焉
の
地
と
し
た
。

　

橋
場
橋
の
た
も
と
世
田
谷
区
立
代

沢
小
学
校
の
敷
地
の
一
角
に
は
、
趣

の
あ
る
門
柱
と
と
も
に
「
坂
口
安
吾

文
学
碑
」
が
あ
る
。
安
吾
は
こ
こ
で

1
年
間
、
代
用
教
員
を
勤
め
、
そ
の

時
の
こ
と
を
背
景
と
し
て
小
説
『
風

と
光
と
二
十
の
私
と
』
を
書
い
た
。

そ
の
中
の
一
節
「
人
間
の
尊
さ
は
自

　

世
田
谷
代
田
駅
で
は
今
、
小
田
急

小
田
原
線
の
連
続
立
体
交
差
化
（
地

下
化
）
と
複
々
線
化
の
工
事
が
行
わ

れ
て
い
る
。
仮
設
の
南
口
を
出
る
と

も
う
目
の
前
は
住
宅
街
。
静
か
な
低

層
の
住
宅
地
の
中
、
穏
や
か
な
散
策

が
は
じ
ま
っ
た
。

　

南
側
に
向
か
っ
て
歩
く
と
、
ほ
ど

な
く
し
て
唐
突
に
現
れ
た
の
は
大
き

な
鉄
塔
。
大
規
模
な
商
業
施
設
や

北
沢
文
学
散
歩

北
沢
文
学
散
歩

分
を
苦
し
め
る
と
こ
ろ
に
あ
る
」
が

碑
に
刻
ま
れ
て
い
る
。
門
柱
は
大
田

区
内
に
あ
っ
た
坂
口
安
吾
旧
居
か
ら

移
築
し
た
も
の
だ
。

　

中
下
橋
と
一
本
橋
の
間
に
は
「
横

光
利
一
文
学
顕
彰
碑
」
が
あ
る
。

こ
の
足
元
に
は
小
説
『
微
笑
』
に
登

場
す
る
黒
い
2
枚
の
石
畳
が
据
え
ら

れ
て
い
る
。
横
光
家
か
ら
寄
贈
さ
れ

た
実
物
だ
。
フ
ァ
ン
な
ら
ば
感
激
す

る
だ
ろ
う
し
、
ま
だ
読
ん
だ
こ
と
が

な
け
れ
ば
、
散
策
を
機
に
読
書
に
ふ

け
って
み
て
は
。

（上）北沢川緑道沿いにある斎藤茂吉の石碑。

（中段左）横光利一文学顕彰碑。

（中段右）三好達治文学顕彰碑。

（下）代沢小学校脇にある坂口安吾文学碑と移築

された旧居の門柱。

代
田
の
丘
か
ら
鉄
塔
を
望
む

世
田
谷
代
田
駅
か
ら
代
田
二
丁
目
へ高

層
マ
ン
シ
ョン
が
な
い
こ
の
エ
リ
ア
で

は
一
際
目
立
つ
存
在
だ
。
真
下
か
ら

見
上
げ
る
と
、
ち
ょっ
と
ユ
ー
モ
ラ
ス

な
ロ
ボ
ッ
ト
の
よ
う
で
も
あ
り
、
モ
ダ

ニ
ズ
ム
の
香
り
も
感
じ
ら
れ
る
よ
う

な
特
徴
的
な
形
。
近
づ
い
て
見
る
と
、

「
駒
沢
線
No. 

62
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

　

電
線
を
た
ど
る
よ
う
に
先
を
見

る
と
、
次
に
現
れ
た
の
は
「
駒
沢
線

No. 

61
」
の
鉄
塔
。
こ
れ
こ
そ
が
詩

　
世
田
谷
代
田
の
丘
、
下
北
沢
の
丘
、
谷
に
流
れ
る
川
、

ひ
と
び
と
に
古
く
か
ら
親
し
ま
れ
る
て
い
る
神
社
や
教

会
。
感
性
豊
か
な
小
説
家
や
詩
人
た
ち
は
こ
の
土
地
を

愛
し
、
言
葉
を
つ
む
ぎ
出
し
て
き
た
。
斎
藤
茂
吉
、
萩
原

朔
太
郎
、
宇
野
千
代
、
横
光
利
一
、三
好
達
治
、
森
茉ま

り莉
、

坂
口
安
吾
な
ど
下
北
沢
ゆ
か
り
の
文
士
た
ち
に
思
い
を

馳は

せ
な
が
ら
、
そ
の
足
跡
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。

世田谷代田駅〜北沢川緑道〜淡島〜下北沢駅

■
斎
藤
茂
吉

１
８
８
２
〜
１
９
５
３
年

歌
人
で
医
師
。
山
形
県
出
身
。
戦
後
、
代

田
1
丁
目
に
あ
る
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
で
精

神
科
医
の
長
男
・
茂
太
の
自
宅
兼
診
療

所
に
3
年
間
身
を
寄
せ
る
。
遺
歌
集
『
つ

き
か
げ
』
に
は
代
田
時
代
の
作
品
が
多
く

残
さ
れ
て
い
る
。
次
男
・
北
杜
夫
著
『
楡

家
の
人
び
と
』
は
斎
藤
家
の
歴
史
を
書
い

た
大
河
小
説
。

■
萩
原
朔
太
郎

１
８
８
６
〜
１
９
４
２
年

「
日
本
近
代
詩
の
父
」
と
称
さ
れ
る
。
群

馬
県
出
身
。
昭
和
6
年
東
北
沢
、
昭
和
6

年
〜
8
年
下
北
沢
新
屋
敷
、
昭
和
8
年
〜

17
年
代
田
1—

635—

2
（
現
・
代
田
二
丁

目
）と
、
晩
年
の
11
年
間
を
61
号
鉄
塔
の

あ
る
下
北
沢
の
谷
で
過
ご
し
た
。
長
女
・

葉
子
は
小
説
家
で
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
。

  

散
歩
日
和
第
13
回

せ
た
が
や

代田の丘の61号鉄塔：代沢2ー4ー12

建てられた昭和元年（1926 年）当時

は都市近郊を象徴する景観であった。

萩原朔太郎が暮らした頃の唯一の痕跡

として世田谷区地域風景資産にも選定

されている。大きな文学記念碑といえ

るような存在。

10 9



日本基督教団富士見丘教会

代沢2ー32ー2

開館：随時（要問合せ）

礼拝：日曜10:30〜12:00

耐震化工事を含め大幅改修が

施され、平成 15年に世田谷

区では3件目となる国登録有

形文化財に指定された。創建

時、本堂の屋根は瓦棒葺きで、

側廊の下屋部分は天然スレー

ト葺き、外壁はクリーム色の

塗装だった。

　

寺
の
隣
に
あ
る
代
沢
ま
ち
づ
く
り

セ
ン
タ
ー
の
横
を
通
り
、
桜
の
咲
く

小
道
を
行
く
と
、
和
の
空
間
と
は
趣

を
異
に
し
た
日
本
基
督
教
団
富
士

見
丘
教
会
に
出
合
っ
た
。
こ
の
辺
り

は
高
台
で
、
教
会
の
名
称
は
文
字
通

り
富
士
山
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
こ

と
に
由
来
す
る
。
今
は
も
う
見
る
こ

と
の
で
き
な
い
風
景
が
こ
こ
に
は
あ
っ

た
の
だ
。
木
造
2
階
建
て
の
切
妻
屋

根
に
十
字
架
の
付
い
た
建
物
は
、
昭

和
11
年
に
献
堂
さ
れ
、
翌
年
に
正
式

　

緑
道
を
流
れ
る
せ
せ
ら
ぎ
の
水
源

は
こ
の
公
園
に
あ
る
。
区
の
水
辺
再

生
事
業
「
せ
せ
ら
ぎ
復
活
プ
ロ
ジ
ェク

ト
」
に
よ
り
造
ら
れ
た
公
園
の
地
下

に
は
浄
化
施
設
が
埋
設
さ
れ
て
い
て
、

都
下
水
道
局
落
合
処
理
場
か
ら
の
高

度
処
理
水
を
浄
化
、
暗
渠
と
な
っ
た

川
に
せ
せ
ら
ぎ
と
し
て
戻
し
て
い
る
の

だ
。
事
業
に
は
財
団
の
前
身
の
一
つ

で
あ
る
旧
世
田
谷
ま
ち
づ
く
り
セ
ン

タ
ー
が
、
施
行
者
と
地
域
住
民
と
を

結
ぶ
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
設
計

か
ら
携
わ
っ
た
。
公
園
整
備
後
も
、

区
と
管
理
協
定
を
結
ん
だ
地
元
の
4

団
体
が
清
掃
活
動
を
行
っ
て
お
り
、

こ
れ
ら
の
取
り
組
み
が
評
価
さ
れ
、

平
成
9
年
に
は
国
土
交
通
省
の
「
手

づ
く
り
郷
土
賞
」
を
受
賞
し
て
い
る
。

　

淡
島
か
ら
は
緑
道
を
離
れ
、
大
通

り
を
渡
っ
て
歩
い
て
み
る
。
森
茉
莉

が
22
年
間
暮
ら
し
、
多
く
の
作
品
の

舞
台
に
も
な
っ
た
「
倉
運
荘
」
が
あ
っ

た
辺
り
だ
。
さ
ほ
ど
の
期
待
も
持
た

ず
に
探
し
て
み
た
と
こ
ろ
、「
創
運
マ

ン
シ
ョン
」
と
い
う
建
物
を
見
つ
け
た
。

か
つ
て
の
お・

ん・

ぼ・

ろ・

ア
パ
ー
ト
か
ら
マ
ン

シ
ョン
に
建
て
替
え
ら
れ
て
は
い
る
も

の
の
、
か
す
か
な
名
残
を
愛
お
し
く

眺
め
た
。
足
跡
を
も
っ
と
た
ど
り
た

け
れ
ば
、
彼
女
が
こ
こ
か
ら
毎
日
通

い
、
原
稿
を
書
い
て
い
た
と
い
う
下

北
沢
の
喫
茶
店
「
邪
宗
門
」（
代
田

1—

31—

1
）
を
た
ず
ね
て
み
る
の
も

い
い
だ
ろ
う
。

　

再
び
緑
道
方
面
に
戻
り
、
代
沢
せ

せ
ら
ぎ
公
園
の
ベン
チ
で
ひ
と
休
み
。

（上）北沢川緑道の一部は計画段階から住民の要望を取り

入れて造られた。桜並木と代沢の桜祭りは「せたがや百景」

の１つとしても毎年賑わいを見せている。

（下）美しい紅殻色に塗られた阿川家赤門。

（右上）北澤八幡神社：代沢3ー25ー3

大きな石鳥居をくぐると、広い境内には参拝

客がのんびりしている。「せたがや百景」にも

選ばれた秋の例大祭では、階段を神輿が上がっ

て賑やかに参拝する。倉庫のガラス越しに見

られる宮神輿は3年に 1度担がれ、今年はそ

の年に当たる。絵馬に願掛けをする人も多い。

（右下）森巖寺：代沢3ー27ー1

境内の淡島明神に残る石灯籠、天水桶、狛犬

などは、往事の姿を偲ばせる。

北澤八幡神社、森巖寺ともに「世田谷名木百選」

に選ばれた樹木を有している。

　

谷
の
緑
道
を
離
れ
、
坂
を
の
ぼ
り

な
が
ら
代
沢
の
住
宅
地
を
通
り
、
下

北
沢
駅
方
面
へ
向
か
う
と
し
よ
う
。

広
い
敷
地
の
塀
越
し
に
見
え
る
和
に

洋
に
立
派
な
住
宅
が
多
い
。
代
沢

の
一
帯
は
昭
和
初
期
に
開
発
さ
れ
た

「
清
風
園
」
と
い
う
高
級
分
譲
住

宅
地
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
緑
が
多
く

落
ち
着
い
た
ま
ち
な
み
だ
。

　

す
る
と
、
住
宅
地
の
意
外
な
と
こ

ろ
に
立
派
な
赤
門
が
現
れ
、
気
分
は

急
に
江
戸
時
代
に
引
き
込
ま
れ
た
。

こ
の
地
域
一
帯
の
名
主
だ
っ
た
阿
川

家
の
屋
敷
の
遺
構
を
と
ど
め
た
一
角

で
、
赤
門
だ
け
が
当
時
の
も
の
だ
。

「
せ
た
が
や
百
景
」
に
も
選
定
さ
れ

て
い
る
。

　

こ
の
す
ぐ
近
く
に
は
、
恋
多
き
女

性
と
し
て
知
ら
れ
る
宇
野
千
代
と
画

家
の
東
郷
青
児
が
一
緒
に
暮
ら
し
た

邸
宅
が
あ
っ
た
。
今
は
建
て
替
え
ら

れ
て
い
て
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、

つ
る
薔
薇
に
広
い
芝
生
、
白
亜
の
純

西
洋
風
の
四
角
い
建
物
は
、
田
園
風

景
の
面
影
を
残
し
て
い
た
当
時
、
か

な
り
ハ
イ
カ
ラ
だ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　
つ
づ
い
て
訪
れ
た
の
は
北
澤
八
幡
神

社
。
今
か
ら
お
よ
そ
550
年
前
の
文
明

年
間
に
、
世
田
谷
北
辺
の
守
護
神
と

し
て
、
当
時
の
世
田
谷
城
主
で
あ
っ

た
吉
良
氏
の
勧
請
に
よ
り
創
建
さ
れ

た
。
秋
の
例
大
祭
に
は
20
基
を
超
え

る
神み

こ
し輿
が
町
内
を
練
り
歩
き
、
山
の

手
随
一
の
規
模
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の

賑
わ
い
を
見
せ
る
。

　

す
ぐ
お
隣
は
、
大
き
な
イ
チ
ョ
ウ

の
木
が
見
事
な
森
巖
寺
。
慶
長
13

年
（
１
６
０
８
年
）結
城
中
納
言
秀
康

（
徳
川
家
康
の
次
男
で
豊
臣
秀
吉
の

養
子
と
な
っ
た
）
の
位
牌
所
と
し
て
建

立
さ
れ
た
寺
だ
。
こ
の
寺
を
有
名
に

し
た
の
は
境
内
の
淡
島
堂
の
灸き

ゅ
うに
よ
る

と
こ
ろ
が
大
き
い
。
腰
痛
に
悩
ん
で
い

た
和
尚
が
夢
の
お
告
げ
で
灸
治
を
行

い
、
良
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
代
々
の
住

職
が
〝
灸
治
の
法
〟
を
伝
え
施
し
て

き
た
。
特
に
脚か

っ

気け

、
リ
ウ
マ
チ
、
神

経
痛
に
効
く
と
人
気
を
集
め
た
と
い

う
。
古
く
か
ら
「
淡
島
様
」「
淡
島

の
灸
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

親
し
ま
れ
る
寺
社
と
教
会

代
沢
二
・
三
丁
目
か
ら
下
北
沢
駅
へ

触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
土
地
の
起

伏
や
自
然
は
住
む
人
々
に
影
響
を
与

え
、
ま
た
住
む
人
々
に
よ
って
そ
の
環

境
は
変
化
し
て
い
く
。
鉄
道
の
地
下

化
や
駅
前
広
場
等
の
整
備
が
進
み
、

大
き
く
変
化
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い

る
下
北
沢
。
今
後
、
ど
の
よ
う
に
文

学
に
描
か
れ
て
い
く
の
か
、
そ
の
変

化
を
楽
し
ん
で
い
き
た
い
。

に
設
立
し
た
。
素
朴
な
が
ら
薔
薇
窓

風
レ
リ
ー
フ
な
ど
が
要
所
を
飾
る
。

そ
こ
は
か
と
な
く
愛
情
が
感
じ
ら
れ

る
よ
う
な
佇た
た
ずま
い
に
、
心
が
温
か
く

な
る
。

　

こ
の
先
は
も
う
下
北
沢
駅
が
間
近

で
、
賑
や
か
な
雑
踏
へ
と
ま
ち
の
空

気
が
変
わ
る
。
演
劇
や
ラ
イ
ブ
な
ど

多
様
な
カ
ル
チ
ャ
ー
を
発
信
す
る
ま

ち
と
し
て
知
ら
れ
る
下
北
沢
だ
が
、

こ
の
文
学
散
歩
を
通
し
て
、
し
っ
と

り
と
落
ち
着
い
た
ま
ち
の
奥
深
さ
に

■
三
好
達
治

１
９
０
０
〜
１
９
６
４
年

詩
人
、
作
詞
家
。
大
阪
府
出
身
。
晩
年
の

16
年
間
を
代
田
一
丁
目
一
番
地
に
住
み
、

こ
の
地
で
詩
集
『
百
た
び
の
の
ち
』
を
編

ん
だ
。
萩
原
朔
太
郎
と
は
交
友
が
あ
っ
た

が
、
反
対
を
押
し
切
っ
て
朔
太
郎
の
末
妹

ア
イ
と
結
婚
す
る
も
離
婚
。
こ
れ
を
題
材

に
し
て
萩
原
葉
子
（
朔
太
郎
の
娘
）
は
『
天

上
の
花
』
を
書
い
た
。

■
宇
野
千
代

１
８
９
７
〜
１
９
９
６
年

小
説
家
、
随
筆
家
。
編
集
者
、
着
物
デ
ザ

イ
ナ
ー
、
実
業
家
の
顔
も
持
っ
た
。
山
口

県
出
身
。
昭
和
6
〜
9
年
に
北
沢
2
丁
目

（
現
・
代
沢
三
丁
目
）
に
住
ん
だ
。
約
500

坪
の
土
地
に
建
て
た
純
洋
風
の
家
だ
っ
た
。

代
表
作
に
『
色
ざ
ん
げ
』『
お
は
ん
』、
自

伝
小
説
『
生
き
て
行
く
私
』
な
ど
。

■
坂
口
安
吾

１
９
０
６
〜
１
９
５
５
年

小
説
家
、
評
論
家
。
新
潟
県
出
身
。
文
芸

や
時
代
風
俗
か
ら
古
代
歴
史
ま
で
を
テ
ー
マ

に
、
純
文
学
の
み
な
ら
ず
、
歴
史
小
説
や

推
理
小
説
も
執
筆
し
た
。
１
９
２
５
年
か

ら
1
年
間
、
代
沢
小
学
校
で
代
用
教
員
と

し
て
5
年
生
を
担
当
し
た
。
授
業
で
は
野

球
や
ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
、
電
車
で
の
遠
足
な
ど

を
試
み
た
。

■
森
茉
莉

１
９
０
３
〜
１
９
８
７
年

小
説
家
。
東
京
市
本
郷
区
出
身
。
文
豪
・

森
鷗
外
の
長
女
で
、
父
の
溺
愛
を
受
け
て

育
つ
。
二
度
の
離
婚
を
経
て
昭
和
22
年
よ

り
、
現
・
代
沢
4
丁
目
で
一
人
暮
ら
し
を

始
め
る
。
幻
想
的
で
優
雅
な
世
界
を
表
現

す
る
一
方
、
生
活
能
力
の
な
さ
か
ら
家
は

か
な
り
散
ら
か
っ
た
様
子
だ
っ
た
と
い
う
。

代
表
作
に『
父
の
帽
子
』『
恋
人
た
ち
の
森
』

『
贅
沢
貧
乏
』
な
ど
が
あ
る
。

■
横
光
利
一

１
８
９
８
〜
１
９
４
７
年

小
説
家
、俳
人
、評
論
家
。「
文
学
の
神
様
」

と
称
さ
れ
た
。
福
島
県
出
身
。
昭
和
3
年

に
北
沢
2
丁
目
（
現
・
代
沢
二
丁
目
）
に

建
て
た
新
居
は
「
雨
過
山
房
」
と
呼
ば
れ
、

川
端
康
成
な
ど
が
よ
く
訪
れ
た
。
そ
の
家

に
敷
か
れ
て
い
た
鉄
平
石
は
文
学
碑
の
下

に
据
え
ら
れ
、
文
学
遺
構
と
し
て
見
る
こ

と
が
で
き
る
。 

秋の例大祭のようす
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人をつなぐ
地域を繫ぐ

 未
あ

来
す

を

 紡ぐ人

「〝
も
っ
た
い
な
い
〟
で
育
っ
た
か
ら
、
捨
て
ら
れ

な
い
ん
だ
。
米
ぬ
か
に
し
て
も
パ
ン
く
ず
に
し
て

も
、今
は
お
金
を
出
し
て
産
廃
業
者
に
引
き
取
っ

て
も
ら
う
わ
け
だ
か
ら
。
う
ち
は
そ
れ
を
安
く

買
い
取
っ
て
資
源
に
し
ち
ゃっ
た
。
ゴ
ミ
だ
っ
て
資

源
に
な
る
ん
だ
よ
」

　

動
物
を
健
康
な
状
態
で
飼
育
す
る「
ア
ニマ
ル

ウェル
フェ
ア
」と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。ケ
ー

ジ
に
閉
じ
込
め
ず
放
し
飼
い
に
す
る
な
ど
、
動
物

の
健
康
や
快
適
性
に
配
慮
し
た
畜
産
に
も
通
じ

る
も
の
で
す
。
吉
実
園
の
家
畜
は
、
こ
の
考
え

に
適か
なっ
た
健
康
的
な
生
活
を
送
って
い
る
の
で
す
。

「
こ
う
し
て
飼
って
い
る
と
病
気
に
も
な
ら
な
い
し

ね
、
肉
も
卵
も
美
味
し
く
な
る
ん
だ
」

　

あ
る
養
鶏
場
で
飼
育
方
法
を
「
ケ
ー
ジ
飼
い
」

か
ら
「
平
飼
い
」
に
変
え
た
と
こ
ろ
、
そ
れ

ま
で
３
万
７
千
羽
も
飼
育
で
き
た
の
が
わ
ず
か

３
千
羽
し
か
飼
え
な
く
なっ
た
そ
う
で
す
。
ビ
ジ

ネ
ス
と
し
て
は
か
な
り
難
し
い
の
が
実
情
で
す
。

　

吉
実
園
で
と
れ
た
卵
を
ご
は
ん
に
か
け
て
食
べ

て
み
た
ら
、
臭
み
が
な
く
、
実
に
美
味
で
し
た
。

こ
れ
か
ら
の
農
業
は
理
想
と
現
実
の
折
り
合
い

を
ど
こ
か
で
つ
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
答
え

は
、
そ
の
卵
の
味
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

「
おっ
か
な
びっ
く
り
の
大
騒
ぎ
で
、
生
ま
れ
て
初

め
て
生
き
た
鶏
を
し
め
た

4

4

4

女
子
学
生
も
い
た
よ
」

と
、
ま
る
で
合
宿
所
の
よ
う
に
賑
や
か
な
頃
も

あ
っ
た
と
嬉
し
そ
う
に
話
す
吉
岡
さ
ん
。

今
こ
こ
に
あ
る
も
の
を

未
来
に
繋
げ
た
い

　

木
く
ず
か
ら
鶏
糞
・
豚
糞
ま
で
、
で
き
る
だ

け
無
駄
を
出
さ
な
い
吉
実
園
。

「
パ
ン
屋
が
食
パ
ン
の
耳
と
か
売
れ
残
り
を
持
って

き
て
く
れ
た
り
、
八
百
屋
は
野
菜
の
く
ず
を
豚

に
与
え
に
く
る
し
さ
。蕎
麦
屋
は
、鶏
の
餌
に
と
、

だ
し
を
取
っ
た
後
の
か
つ
お
節
を
持
って
く
る
よ
。

い
い
も
の
食
べ
て
る
ん
だ
よ
、
う
ち
の
鶏
は
」

　

評
判
を
聞
き
つ
け
た
近
隣
の
小
学
校
の
給
食

の
献
立
に
こ
の
鶏
た
ち
の
卵
が
取
り
入
れ
ら
れ

た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
縁
で
子
ど
も
た

ち
に
「
食
育
」
の
話
を
し
た
り
、
逆
に
子
ど
も

た
ち
が
吉
実
園
を
社
会
科
見
学
に
訪
れ
た
り
。

「
豚
を
飼
っ
て
い
る
柵
の
中
に
子
ど
も
た
ち
を
入

れ
て
あ
げ
た
ら
、
も
う
大
騒
ぎ
！ 

子
ど
も
は

動
物
と
ふ
れ
あ
う
の
が
好
き
な
ん
だ
ね
」

　

毎
年
春
に
は
、
東
京
農
業
大
学
の
学
生
が
循

環
型
農
業
を
学
び
に
実
習
に
訪
れ
ま
す
。

〝
乗
豚
〟
し
よ
う
って
、
飼
い
出
し
た
ん
だ
よ
」

　

豚
に
は
乗
れ
た
も
の
の
、「
残
念
な
が
ら
散
歩

は
し
て
く
れ
な
かっ
た
」
と
吉
岡
さ
ん
。

　

造
園
作
業
で
出
た
大
量
の
木
の
枝
葉
を
専
用

の
破
砕
機
で
細
か
く
チ
ッ
プ
状
に
し
、
豚
舎
に
敷

き
詰
め
、
豚
の
糞
が
混
ざ
っ
た
ら
米
ぬ
か
を
混
ぜ

合
わ
せ
、
発
酵
さ
せ
ま
す
。
次
は
鶏
舎
で
同
じ

よ
う
に
鶏
糞
と
混
ぜ
合
わ
せ
る
。
す
る
と
や
が

て
、
植
物
の
生
育
に
欠
か
せ
な
い
窒
素
を
豊
富

に
含
ん
だ
堆た
い

厩き
ゅ
う

肥ひ

と
な
り
ま
す
。
吉
岡
さ
ん
は
、

こ
う
し
て
で
き
た
肥
料
を
用
い
て
植
木
を
は
じ

め
多
く
の
野
菜
を
育
て
て
い
ま
す
。
ま
る
で
無

駄
が
な
い
。
ま
さ
に
「
循
環
型
農
業
」
で
す
。

近
隣
の
人
た
ち
や

地
域
と
関
わ
り
な
が
ら

「
植
木
を
切
っ
て
出
た
枝
や
葉
を
燃
や
し
た
ら
、

近
所
か
ら
文
句
が
出
る
か
ら
ね
」

　

そ
れ
が
き
っ
か
け
で
始
め
た
堆
肥
作
り
。
放

し
飼
い
に
し
て
い
る
鶏
も
、
自
由
に
走
り
回
っ
て

い
る
豚
も
、
遺
伝
子
組
み
換
え
で
な
い
良
質
な

餌
を
与
え
ら
れ
、
健
康
そ
の
も
の
。
そ
ん
な
家

畜
の
糞
を
用
い
て
作
っ
た
堆
厩
肥
は
当
然
安
全
で

す
。
と
く
に
、
枝
葉
と
混
ぜ
た
糞
は
１
年
半
〜

１
年
８
カ
月
も
の
時
間
を
か
け
て
発
酵
さ
せ
る
の

で
と
て
も
質
が
高
く
、
求
め
に
く
る
他
の
事
業

者
も
い
る
そ
う
で
す
。

　

近
所
の
方
々
も
吉
岡
さ
ん
に
協
力
的
で
す
。

自
慢
は「
循
環
型
農
業
」

　

世
田
谷
区
上
祖
師
谷
で
造
園
業
を
展
開
す
る

「
吉
実
園
」。
運
営
す
る
の
は
三
代
目
園
主
の

吉
岡
幸
彦
さ
ん
。
吉
岡
家
は
現
当
主
の
幸
彦
さ

ん
で
13
代
を
数
え
る
歴
史
あ
る
農
家
で
す
。
園

は
敷
地
約
６
千
坪
。
吉
岡
さ
ん
は
こ
こ
で
多
種

多
様
な
樹
木
を
育
て
て
い
る
ほ
か
、
野
菜
作
り

や
養
鶏
、
養
豚
も
営
ん
で
い
ま
す
。

　

吉
岡
さ
ん
が
養
鶏
を
始
め
た
の
は
今
か
ら
30

年
以
上
も
前
で
し
た
。

「
日
本
の
農
業
は
雑
草
と
の
戦
い
な
ん
だ
。
年
に

少
な
く
と
も
十
数
回
は
除
草
し
な
き
ゃ
な
ら
な

い
。
そ
の
費
用
は
バ
カ
に
な
ら
な
い
ん
だ
よ
」

　

そ
こ
で
吉
岡
さ
ん
の
頭
に
浮
か
ん
だ
の
は
、
昔
、

鶏
を
飼
って
い
た
こ
と
。

「
鶏
が
遊
ん
で
い
た
所
に
は
草
は
生
え
て
い
な

か
っ
た
。
そ
れ
で
鶏
に
草
む
し
り
を
さ
せ
よ
う

と
思
っ
た
ん
だ
」

　

た
め
し
に
150
羽
飼
って
放
し
た
と
こ
ろ
、
ね
ら

い
ど
お
り
園
内
の
雑
草
は
鶏
が
キ
レ
イ
に
食
べ
て

く
れ
た
そ
う
で
す
。
今
で
は
500
羽
ほ
ど
に
増
え

た
鶏
た
ち
は
ど
れ
も
元
気
で
、
安
全
で
お
い
し

い
と
評
判
の
卵
を
た
く
さ
ん
産
ん
で
い
ま
す
。

　

一
方
の
豚
は
飼
い
始
め
て
今
年
で
15
年
。
ペッ

ト
の
つ
も
り
で
２
頭
飼
っ
た
の
が
最
初
で
、
そ
の

後
、
食
肉
用
と
し
て
飼
育
し
、
現
在
十
数
頭
。

多
い
と
き
は
54
頭
も
い
た
そ
う
で
す
。

「
ポ
ニ
ー
と
い
う
小
さ
い
馬
が
い
る
で
し
ょ
う
。

あ
れ
に
乗
って
農
園
を
散
歩
し
た
か
っ
た
ん
だ
け

れ
ど
、
家
族
み
ん
な
か
ら
反
対
さ
れ
て
し
ま
っ

て
ね
。じ
ゃ
あ
、豚
で
い
い
や
。乗
馬
じ
ゃ
な
く
て
、

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
」。

第
１
回
は
、
区
内
で
造
園
業
を
営

む
吉
岡
幸
彦
さ
ん
。
造
園
業
の
ほ

か
に
農
業
・
養
豚
・
養
鶏
も
手
が

け
る
吉
岡
さ
ん
が
実
践
し
て
い
る

の
は
、
無
駄
を
出
さ
な
い
「
循
環

型
農
業
」。

私
た
ち
の
未
来
の
暮
ら
し
の
一
面

を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
吉
岡
さ
ん
の

取
り
組
み
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

▲社会科見学に訪れた
塚戸小学校の子ども
たちからの手紙

▲かつお節の出がらし
も鶏の餌に

吉
岡
さ
ん
ち
の

循
環
型
農
業

▲放し飼いで健康に育った
鶏の卵。堆厩肥で育てら
れた野菜とともに吉実園
の入り口で売られている

剪定した植木の枝葉を細
かく砕き、豚舎へ。糞尿
と米ぬかを混ぜる作業を
数回行い、7〜8か月寝
かせて発酵させる

堆厩肥で育てた野菜は安
全で、しかも美味しい

次は鶏舎で鶏糞と混ぜ合
わせる

「
自
分
が
安
心
し
て

食
べ
ら
れ
る
も
の
を

こ
こ
で
つ
く
り
続
け
た
い
」

吉岡 幸彦さん
吉
よし

実
み

園
えん

　園主

よく手入れされた植木の
数々。もちろん堆厩肥で
育てている

∣

新
連
載
∣
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2 月 5 日（木）、区の施設の改修工事等に携わる建設関係
業者を対象に「現場の安全に関する実務講習会」を開催
しました。東京労働局長登録研修機関から講師を招き、「改
修工事等における災害防止対策」などについての講習を行
い、延べ 52 名の参加が
ありました。参加者から
は、「安全確保の重要性
について再度、認識を深
められた。」という感想を
いただきました。

トラストまちづくり課では、
ここ数年、全国各地また
海外からも視察が相次ぎ、
平成 26 年度は 25 件 153
名 (2 月末日現在 ) の方が
来てくださいました。うち多
くは地 方自治 体 (11 件 )
が占めています。
遠くは北海道や九州、また韓国やアフガニスタンから、市民
主体のまちづくり支援や空き家等の地域貢献活用相談窓口、
地域共生のいえの取り組みなどについて、関心を寄せて頂き
ました。

世田谷の区民主体による地域課題解決力を高めるために、
『市民まちづくり支援に関する協定』を昭和信用金庫、世田
谷信用金庫の二つの地元金融機関と締結しました。
この協定締結を機に、お互いの持つ情報、ノウハウ、ネットワー
クを活かした、まちづくり活動を支援する新たな仕組みづくり
に取り組んでいます。

住まいづくり課では、区
営住宅の管理を行ってい
ます。その一環として区
営住宅自治会やまちづく
りグループなどと連携し、
居住者同士や地域住民
とのコミュニティ促進を図

るための「地域コミュニティサポート」を実施しています。区
営住宅内集会室で健康体操や紙芝居などを開催しています。
また、居住者の防災力を高めるための防災サポートとして、
消防訓練・防災教室も実施しています。

シンポジウム「成城の環境を見つめ直す」開催
成城学園都市 90 周年・世田谷トラスト25 周年を記念し、
成城のまちづくりやエリアマネジメントに関する講演、参加者
の交流会を行い、290 名の参加がありました。また、「あな
たの好きな・残したい成城の風景コンクール」の表彰式、
千歳小学校吹奏楽団の特別演奏も行われ、様々な角度から
成城の環境について考えることのできる、活気あふれる会とな
りました。

世田谷に現存する歴史的・文化的環境を “ 地域の宝物 ”
として捉え、多くの人たちとのネットワークにより支えていくた
めの仕組みづくりやその方策を考えようと、一般区民を対象
に同連続講座を開催しました。様々な場所で文化財等の保
全や利活用を進める団体や企業にも協力・協賛をいただき、
延べ 63 名のご参加をいただきました。

各課の活動のようすをご紹介します。

トラまち
T O P I C S

近代建築保全活用ネットワーク

連続講座【全４回】

区内建設関係業者を対象に

安全対策講習会を実施

区営住宅の「地域コミュニティサポート」

事業として健康体操などを実施

成城みどりのエリアマネジメント

全国、世界から視察が来ています

まちづくり活動支援のために、

信用金庫と協定を締結

住まいづくりに関する相談、マンションの維持管理、マンション管理組合の運営方法、不動産の売買・

賃貸借契約や登記などについて、ご相談内容に応じて、一級建築士、宅地建物取引士、マンション

管理士、弁護士、司法書士など専門家によるアドバイスを行います。
住宅相談

住まいサポートセンター
月～金曜　8:30 ～ 17:00

（祝日・年末年始を除く）
☎ 03－5432－2532
　 03－5432－3040
世田谷 4－21－27　
世田谷区役所第３庁舎１階・住宅課内

　高齢の方や障害のある方、ひとり親世帯

の方の居住を支援する事業を実施するとと

もに、区民の皆さまの住まいに関する相談、

情報について総合的にご案内しています。

賃貸物件
情報提供
サービス

居住支援
制度

保証人がいなくて部屋が借りられな

い、契約更新ができない方へ保証会

社をご案内します。利用者には初回

に限り保証料相当額の半額（上限2万

円）を区が助成します。ご利用でき

る方は、世田谷区に2年以上お住まい

の60歳以上の単身または高齢者のみ

の世帯、障害者の単身または障害者

のいる世帯、18歳未満のお子さんの

いるひとり親世帯です。

区と協定を結んだ不動産店団体の

協力で、民間賃貸住宅の空き室状

況を提供します。また、物件の相

場確認や探し方のポイントなどの

アドバイスも行っています。ご利

用できる方は、世田谷区にお住ま

いの60歳以上の単身または高齢者

のみの世帯、障害者の単身または

障害者のいる世帯、18歳未満のお

子さんのいるひとり親世帯です。

（相談日：第2・3月曜、毎週火

曜・木曜。予約優先） ＊区内の協力不動産店
　でも手続きできます。

住宅まちづくり
総合相談

不動産相談

マンション相談

住まいの法律相談

登記相談

一級建築士／
　▶住宅の建築やまちづくり
　▶住宅の耐震・リフォーム
　▶住宅の防犯対策など

宅地建物取引士／
　▶借地、借家
　▶不動産取引全般

一級建築士　
マンション管理士（第 4 月曜のみ）／
　▶マンションの耐震
　▶維持管理や大規模修繕
　▶管理組合の運営

弁護士／
　▶住まいに関する法律的なこと

司法書士／
　▶不動産売買や相続などに伴う
　  登記手続き

世田谷
総合支所

北沢
総合支所

玉川
総合支所

砧
総合支所

烏山
総合支所

世田谷トラスト
まちづくり

三茶 しゃれ
なあどホール

13:30 ～ 15:30 18:30 ～ 20:30

会場・日時

第2
月曜
☎

第1・3
月曜
☎

第1
水曜
☎

第2・4
木曜
☎

第1・3
金曜
☎

第2・4
火曜
☎

第4
月曜

第1
月曜
☎

第2・4
水曜
☎

第3
木曜
☎

第4
金曜
☎

第1
火曜
☎

第4
月曜

第2
火曜

第4
月曜

第4
月曜

第4
月曜

第1
火曜

第3
水曜

種　類 相談員／相談内容

☎印は電話相談可※いずれも 30 分間の無料相談（予約優先）。交渉・仲介・あっせんは行いません。

お住まいに関するご相談に応じます。お気軽にお問い合わせください。

世田谷トラストまちづくり　事 業 紹 介

住まいづくり課事業

トラストまちづくり課

トラストまちづくり課

トラストまちづくり課

トラストまちづくり課

住まいづくり課

住まいづくり課

▲ 平成24年度講習会のようす
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情報誌をお読みいただきありがとうございます。
より魅力のある情報を発信するため、ぜひ、読者の皆様方の
ご意見やご感想をお聞かせください。アンケートに回答いた
だいた方から抽選で10名様に「世田谷
区共通商品券1,000円分」をプレゼン
トいたします。

郵便はがき、またはFAXに
「住所、氏名、年齢、電話番号」をご記入
のうえ
①今号で面白かった記事
②今号で興味がわかなかった記事
③情報誌をどこで入手されましたか
④取り上げてほしいテーマ
⑤その他、ご意見、ご感想をお寄せください。

〒155-0031　世田谷区北沢2-8-18北沢タウンホール7階
一般財団法人世田谷トラストまちづくり「読者アンケート」係
    03-6407-3319
※お送りいただいた個人情報やアンケート内容は、プレゼント
　の抽選・発送以外の目的では利用いたしません。

平成２７年４月３０日（木）消印有効
※当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただき
　ます

住　所
氏名・年齢
電話番号
職　業

アンケートの回答
①
②
③
④
⑤

応募の方法

応 募 先

応募締切

「読者アンケート」募集

●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

会費種別と年会費

2014年4月1日～12月31日までに、総額1,008,795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

下記の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。　

みんなで世田谷の自然環境を守るために！　

あなたも「トラスト会員」になりませんか

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。
あなたも世田谷の環境を守る「トラスト会員」になりませんか。

トラスト会員案内パンフレットをお送りします

北烏山九丁目屋敷林市民緑地

☎ 03-6407-3300
    03-6407-3319
    morimori@setagayatm.or.jp

平成27年度
世田谷トラストまちづくり大学

「せたがや里山ガール養成講座」
キックオフ講座

「せたがや里山ライフのすすめ」
参加者募集
世田谷に残された自然環境を守り育み、里山資源を活かし
た地域共生・環境共生のまちづくりを進めるため、里山を
感じる日々の暮らし方を提案します。
①「週末は里山暮らし～ニ地域居住から見えてくるもの」
　　講師：馬場未織（NPO 法人南房総リパブリック代表）
②「いま、なぜ里山か？ 世田谷でグリーン・エコライフ」
　　講師：進士五十八 ( 東京農業大学名誉教授・元学長 )
③「せたがや里山ガール養成講座」開催概要説明

【日　時】4 月 19 日 ( 日 )13:30 ～ 16:00
【会　場】代田区民センター多目的室
【定　員】100 名（先着順）　　【参加費】無料
【申込み】トラストまちづくり課 ☎ 03 ー 6407 ー 3311

市民緑地　オーナー募集

世田谷に残された民有地のみどり
を守るための制度です。300㎡以
上のお庭や屋敷林などを公開する
と、固定資産税・都市計画税の全
額減免と、樹林地の維持管理の
支援が受けられます。現在区内に 13 か所の市民緑地を
公開しております。財団では貴重なみどりを守るため、「市
民緑地」のオーナーを募集しています。

【問合せ】トラストまちづくり課 ☎ 03 ー 6407 ー 3311

住まいサポートセンター 「住宅相談」受付中

新築・リフォームなど建築に関する
相談、様々な不動産取引の相談、
住まいに関する法律的な相談、登
記相談など、住まいに関する初期
相談の窓口として、一級建築士、
宅地建物取引士、弁護士、司法書
士、マンション管理士が、中立的
な立場からアドバイスをします。（相
談無料　相談時間 30 分　予約優先　区内在住・在勤在学）

【問合せ】住まいサポートセンター ☎ 03ー5432ー2532

「空き家等地域貢献活用相談窓口」
空き家・空き部屋等の地域貢献活用を
お考えの方はご連絡ください ！

相談窓口では、空き家・空き
部屋等をお持ちで地域貢献に
提供したいと考えるオーナー
と、活用を希望する NPO、
市民活動団体とのマッチング
を行っています。子育て支援
の場、障害を持つ子どもたち
の居場所、地域のコミュニティスペースなど、これまでに
たくさんの活用事例が生まれています。空き家等の地域
貢献活用をお考えの方はぜひご連絡ください。

【問合せ】トラストまちづくり課 ☎ 03ー6407ー3313

「せたがやの家（ファミリー型）」入居者募集中 ！

特定優良賃貸住宅「せたがやの家」
は、財団が管理する中堅所得層ファ
ミリー向けの集合住宅です（間取り
は 2LDK ～３LDK）。
所得に応じた家賃助成の他、「子育
て世帯家賃助成」や「トラまち★
おすすめ物件」等もあります。も
ちろん礼金・手数料なし ！
入居条件や物件詳細は、財団ＨＰ「せ
たがやの家先着順募集物件一覧」をご覧ください。

【問合せ】住まいづくり課 ☎ 03ー6407ー3302

３軒からはじまるガーデニング支援制度
グループ募集

ご近所の皆さんで、花とみどりあふ
れる、美しい街並みづくりを始めま
せんか。
近隣 3 軒以上で、誰もが景観を共
有できるスペースで緑化活動を始めるグループに支援を
行っています。
①ガーデニングアドバイザーの派遣
②緑化資材購入費の一部助成
③区の緑化に関する助成制度への橋渡し
この制度の説明と活動グループの募集を、6月6 日（土）に、
三軒茶屋キャロットタワーで行います。

【問合せ】トラストまちづくり課 ☎ 03ー6407ー3313

募　　　　集

Information

このコーナーでは、各課からの募集情報等をお知らせします。

詳しくは、お問い合わせいただくか財団ホームページをご覧ください。

世田谷美術館 世田谷区砧公園1-2
☎03-3415-6011  世田谷文学館 世田谷区南烏山1-10-10

☎03-5374-9111
 静嘉堂文庫美術館
 休館中：平成27年秋
 リニューアルオープン 予定

世田谷区岡本2-23-1
☎03-3700-0007

● トラスト会員特典のご案内 ●

トラスト会員の方は、会員特典がご利用いただけます。

■施設の割引入館

名　称 割　引 所在地・電話番号・営業時間等

さかえ園芸
観葉植物・花鉢
・苗など
10％引き

世田谷区三軒茶屋1-33-15
☎03-3421-6462
11:00～19:00
定休日：日曜

6月まで仮店舗
世田谷区池尻2-8-8
YMコート1階

世田谷ファーム 花苗（生産品のみ）
10％引き

世田谷区中町4-32-1
☎03-5706-1824
10:00～17:00
不定休

名　称 割　引 所在地・電話番号・営業時間等

柳 育種花園
500円以上
お買い上げで
20％引き

小平市大沼町5-9-8
☎042-342-1976
10:00～17:00
不定休

山野草園 
やまあい

山野草
（ビニールポット・
プラ鉢・化粧鉢）
10％引き

世田谷区桜丘4-27-1
☎03-6413-9179
9:30～17:00
定休日：火曜・水曜・木曜

東苑緑化（株）
砧園芸センター

草花・植木を
1,000円以上
お買い上げで
10％引き

世田谷区喜多見5-26-22
☎03-3417-4641
平日10:00～17:00
土日  9:00～17:00
定休日：月曜・お盆・正月

■花苗等の割引購入 ※店舗によっては、割引対象除外品がある場合がありますので、ご注意ください。

※展示内容など、詳細につきましては直接各施設にお問い合わせください。

▲ おでかけひろば「きぬたまの家」

▲ 大原一丁目柳澤の杜市民緑地

▲ アドバイザー派遣による植込作業
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初
夏
の
夜
、小
川
や
沢
な
ど
水
辺
の
上
を
冷
や
や
か
な
光
を
発
し
な
が

ら
漂
う
ホ
タ
ル―

―

。日
本
の
風
物
詩
の
一
つ
で
あ
り
、〝
秋
の
鈴
虫
〞と
同

じ
よ
う
に
、昔
か
ら
日
本
人
に
親
し
ま
れ
て
い
る
虫
の
一
種
で
す
。

　「
螢
」「
火
垂
る
」と
記
す
よ
う
に
、ホ
タ
ル
は
自
ら
発
光
す
る
虫
で
す

が
、実
は
す
べて
の
ホ
タ
ル
が
発
光
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。日
本
に
は
40

種
以
上
生
息
し
て
い
る
と
い
う
ホ
タ
ル
の
う
ち
、発
光
す
る
の
は
ゲ
ン
ジ
ボ

タ
ル
、ヘ
イ
ケ
ボ
タ
ル
、ヒ
メ
ホ
タ
ル
な
ど
。他
は
そ
も
そ
も
発
光
し
な
か
っ
た

り
、幼
虫
期
に
だ
け
発
光
し
た
り
と
、そ
の
生
態
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

　
な
か
で
も
ゲ
ン
ジ
ボ
タ
ル
は
一
番
大
き
く
、か
つ
明
る
い
光
を
発
す
る
の

が
特
徴
で
、発
光
も
卵
か
ら
成
虫
ま
で
一
生
を
通
じ
て
行
い
ま
す
。た
だ
、

ゲ
ン
ジ
ボ
タ
ル
よ
り
小
さ
い
ヘ
イ
ケ
ボ
タ
ル
の
成
虫
を
見
ら
れ
る
期
間
が
５

〜
９
月
ご
ろ
と
長
い
期
間
な
の
に
対
し
、ゲ
ン
ジ
ボ
タ
ル
の
そ
れ
は
６
月
ご
ろ

ま
で
と
短
い
の
は
残
念
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、夜
、発
光
し
な
が
ら
飛
ん
で
い
る
ゲ
ン
ジ
ボ
タ
ル
の
ほ
と
ん
ど

は
オ
ス
で
す
。オ
ス
よ
り
も
大
ぶ
り
な
メ
ス
は
草
や
木
の
葉
に
止
ま
って
小
さ

な
光
を
発
し
、し
か
も
あ
ま
り
飛
ば
な
い
そ
う
で
す
。

　
こ
こ
で
、ホ
タ
ル
の
発
光
の
仕
組
み
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
ま
す
。

　
発
光
す
る
ホ
タ
ル
の
お
尻
の
近
く
に
は
黄
色
く
見
え
る〝
発
光
器
〞が
あ

り
、中
に
発
光
物
質〝
ル
シ
フ
ェ
リ
ン
〞と
発
光
を
促
す
酵
素〝
ル
シ
フ
ェ
ラ
ー

ゼ
〞が
入
っ
て
い
ま
す
。発
光
は
、こ
の
２
つ
の
物
質
と
体
中
の
酸
素
が
反
応

し
て
起
こ
る
の
で
す
。

　
ち
な
み
に
、こ
の
ル
シ
フ
ェ
ラ
ー
ゼ
と
い
う
酵
素
は
個
体
に
よ
っ
て
異
な
る

た
め
、ホ
タ
ル
の
発
光
色
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
黄
緑
色
以
外
に
、黄
色
や

オ
レ
ン
ジ
色
な
ど
の
光
を
発
す
る
ホ
タ
ル
も
い
ま
す
。そ
れ
に
、こ
の
酵
素
は

生
物
が
体
内
で
作
り
出
す
、化
学
反
応
を
効
率
よ
く
行
う
た
め
の
タ
ン
パ

ク
質
な
の
で
、そ
の
働
き
で
発
す
る
ホ
タ
ル
の
光
は
電
球
の
よ
う
に
熱
く
は

な
り
ま
せ
ん
。光
って
い
る
の
に
熱
く
な
ら
な
い
な
ん
て
、不
思
議
で
す
ね
。

ゲ
ン
ジ
ボ
タ
ル

日
本
の
初
夏
の
風
物
詩

発
光
ホ
タ
ル
の
な
か
で
は
最
大
最
輝

《 

甲
虫
目（
鞘
翅
目
）・ホ
タ
ル
科 

》

写真（上）は、武蔵野の面影がしの
ばれる「神明の森みつ池特別保護
区」（世田谷区成城）。絶滅が危惧さ
れる動植物が数多く確認され、ゲン
ジボタルも自生している。世田谷区
内で自生のゲンジボタルが見られ
るのは、このみつ池しかない。
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【編集後記】
「ひと・まち・自然」情報誌は、このたびリニューアルし１年ぶりの発行
となりました。よりわかりやすく、親しみやすい広報誌をお届けできるよ
う、読者の方々の声を反映した誌面づくりを心掛けてまいります。
今年度、財団では広報力強化を目指して、広報事業全体の見直しを
行いました。より多くの方に財団事業を知っていただくことを目的に、
昨年１２月新聞折り込み型広報紙「トラまち Press」を発行し世田谷
区全域に配布いたしました。来年度も引き続き年２回発行するととも
に、情報誌「ひと・まち・自然」は年１回発行してまいります。今後と
もご愛読の程よろしくお願いいたします。

管理課　広報誌担当

【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】
世田谷トラストまちづくり トラまち課
https://www.facebook.com/tm.toramachi

【ツイッター】
世田谷トラストまちづくり
https://twitter.com/setagaya_tm


