
上の「音声コード」に、本誌の概要を記録してあります。
専用の読み上げ装置を使用して、音声で内容を聞き取ることができます。

家
と
庭
を
地
域
に
ひ
ら
く
　

　
　〜
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
新
た
な
息
吹
が
〜

せたがや散歩日和　第17回
戦後日本の復興を象徴する
駒沢オリンピック公園を中心に、
近代の世田谷と東京の発展を支えてきた
遺構をめぐる

P9

P12
未来を紡ぐ人

南 秀治さん

あ　す

私たちが誰かの住まいを再生すること
饗庭 伸さん

P8

あい  ば しん

みなみ しゅう じ
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今回は当財団（トラまち）の
支援制度「地域共生のいえ」
と「小さな森」を組み合わせ
て、住まいを地域にひらく取
り組みから「ふくふくのいえ」
と「在

あり
林
りん
館
かん
」をご紹介します。

～
コ
ミュニ
テ
ィ
に
新
た
な
息
吹
が
～

住
ま
い
と
は
、家
族
の
歴
史
と
思
い
出
を
内
包
す
る
場
。

そ
ん
な
家
と
庭
を
あ
ら
た
め
て
地
域
に
ひ
ら
く
こ
と
で
よ
み
が
え
る
の
は
…

建
物
の
息
づ
か
い
、庭
の
緑
の
鮮
や
か
さ
、そ
し
て
人
々
の
寄
り
添
い
。

新
た
に
生
ま
れ
た
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
に
は
、

次
世
代
を
ひ
ら
く
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
力
が
み
な
ぎ
り
ま
す
。

家
と
庭
を

地
域
に
ひ
ら
く

2 1



愛
着
の
あ
る

家
と
庭
を

地
域
の

セ
カ
ン
ド
プ
レ
イ
ス
に

ふ
く
ふ
く
の
い
え　

「
ふ
く
ふ
く
の
い
え
」
は
小
田
急

線
喜
多
見
駅
近
く
の
住
宅
地
の
一

画
に
あ
る
。
現
在
、
毎
週
月
～
金

曜
日
と
毎
月
第
４
土
曜
日
の
10
時

～
15
時
に
は
「
お
で
か
け
ひ
ろ
ば

Ｆ
Ｕ
Ｋ
Ｕ
＊
ｆｕ
ｋｕ
」
と
し
て
近

隣
の
親
子
に
、
ま
た
、
毎
月
第
４

土
曜
日
の
午
前
に
は
多
世
代
が
集

ま
る
「
ご
近
所
サ
ロ
ン
」
と
し
て

庭
と
と
も
に
ひ
ら
か
れ
て
い
る
。

　

子
ど
も
た
ち
が
過
ご
す
プ
レ
イ

ル
ー
ム
は
無
垢
の
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
で
壁

は
珪け
い

藻そ
う

土
。
ウ
ッ
ド
デ
ッ
キ
の
先
に

続
く
庭
は
、
小
さ
な
子
ど
も
が
遊

ぶ
の
に
ち
ょ
う
ど
い
い
広
さ
。
居
心

地
の
よ
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
夏
に
は

水
浴
び
を
し
て
楽
し
ん
で
い
る
そ
う

だ
。
ハ
ー
ブ
や
野
菜
も
植
え
ら
れ
、

樹
木
・
畑
・
土
な
ど
の
バ
ラ
ン
ス
が

心
地
よ
く
、
部
屋
か
ら
眺
め
る
だ

け
で
も
ほっ
と
す
る
空
間
だ
。

　

こ
の
素
敵
な
「
い
え
」
の
オ
ー

ナ
ー
は
、
武
部
文ふ
み

子こ

さ
ん
、
中
野

瑞み
つ

子こ

さ
ん
親
子
。
既
に
嫁
い
で
い

た
一
人
娘
の
中
野
さ
ん
は
、
使
わ

れ
な
く
な
っ
た
愛
着
の
あ
る
実
家

を
地
域
に
役
立
て
る
方
策
は
な
い

も
の
か
と
リ
サ
ー
チ
を
始
め
た
。

　
「
空
き
家
等
地
域
貢
献
活
用
窓

口
」
の
存
在
を
知
り
、
ト
ラ
ま
ち

に
相
談
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、

中
野
さ
ん
は
住
ま
い
を
様
々
に
活

用
す
る
オ
ー
ナ
ー
に
出
会
い
、
現

地
に
も
足
を
運
ん
だ
。

　

こ
う
し
て
意
欲
的
に
準
備
を
進

め
る
な
か
、
お
で
か
け
ひ
ろ
ば
の

運
営
を
担
う
橋
本
陽
子
さ
ん
（
一

般
社
団
法
人
よ
こ
い
と
代
表
）
に

出
会
う
。
２
０
１
６
年
の
こ
と
だ
。

そ
の
後
、
改
修
費
用
を
賄
う
た
め

に
一
緒
に
助
成
金
を
申
請
し
た
。

　

助
成
が
決
ま
り
、
室
内
の
改
修

工
事
を
実
施
。
内
装
は
中
野
さ
ん

親
子
と
橋
本
さ
ん
た
ち
で
壁
塗
り

を
す
る
な
ど
、
手
づ
く
り
も
し
た
。

ま
た
、
草
で
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
庭
は

子
ど
も
た
ち
が
遊
べ
る
よ
う
に
整

え
た
。
菜
園
づ
く
り
は
近
く
の
農

家
の
方
に
教
え
て
も
ら
っ
た
。
ふ
く

ふ
く
の
い
え
の
看
板
は
区
内
で
伐

採
さ
れ
た
木
を
使
っ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル

だ
。
こ
う
し
て
晴
れ
て
「
お
で
か

け
ひ
ろ
ば
Ｆ
Ｕ
Ｋ
Ｕ
＊
ｆｕ
ｋｕ
」
の

事
業
開
始
と
な
っ
た
。

　

1
年
後
の
２
０
１
８
年
に
は
庭
を

「
小
さ
な
森
」
に
、
建
物
を
「
地

域
共
生
の
い
え
」
に
登
録
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
僅
か
な
期
間
に
事

業
実
現
ま
で
に
至
れ
た
の
は
、「
ト

ラ
ま
ち
へ
の
相
談
を
き
っ
か
け
に

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
広
が
り
、
多
く
の

方
と
の
繋
が
り
に
恵
ま
れ
て
い
た

か
ら
」
と
話
す
中
野
さ
ん
だ
が
、

母
娘
の
思
い
の
強
さ
も
事
を
動
か

し
た
大
き
な
要
因
だ
ろ
う
。

　

今
は
こ
こ
を
離
れ
た
文
子
さ
ん

も
、
わ
が
家
で
ま
た
ご
近
所
付
き

合
い
を
始
め
た
い
と
願
う
よ
う
に

な
る
。
文
子
さ
ん
の
思
い
を
汲
み

取
る
傍
ら
、
中
野
さ
ん
が
出
産
後

に
気
づ
い
た
の
は
、
在
宅
子
育
て

中
の
母
子
に
は
、
ま
ち
に
居
場
所

が
な
い
と
い
う
こ
と
。
公
園
は
天

候
に
左
右
さ
れ
る
し
、
児
童
館
な

ど
の
公
共
施
設
は
悪
く
は
な
い
も

の
の
毎
日
出
か
け
る
の
は
難
し
い
。

結
果
、
自
宅
で
過
ご
す
母
子
は
孤

立
し
が
ち
に
な
る
。
中
野
さ
ん
は

自
ら
の
体
験
を
通
し
て
、
子
ど
も

が
小
さ
い
う
ち
は
親
子
で
過
ご
し
、

子
ど
も
の
成
長
を
じ
っ
く
り
共
有

し
た
い
と
考
え
、
家
で
子
育
て
す

る
人
を
応
援
し
よ
う
、
そ
の
た
め

に
親
子
の
セ
カ
ン
ド
プ
レ
イ
ス
を
提

供
し
よ
う
と
決
意
す
る
。

　

セ
カ
ン
ド
プ
レ
イ
ス
と
は
、
自
宅

以
外
の
「
第
２
の
居
場
所
」。
と

り
わ
け
ま
ち
の
な
か
で
〝
孤
独
〟

に
な
り
や
す
い
未
就
園
児
親
子
に

は
欠
か
せ
な
い
。
セ
カ
ン
ド
プ
レ
イ

ス
構
想
で
、
中
野
さ
ん
は
い
わ
ば

社
会
課
題
の
解
決
場
を
自
ら
作
ろ

う
と
し
た
わ
け
だ
。

　

ま
た
、
ご
近
所
付
き
合
い
を
再

開
し
た
い
と
い
う
文
子
さ
ん
の
願
い

は
月
１
回
開
催
の
ご
近
所
サ
ロ
ン
と

し
て
実
現
。
娘
の
中
野
さ
ん
、
お

孫
さ
ん
、
さ
ら
に
橋
本
さ
ん
た
ち

も
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
で
大
人
も

子
ど
も
も
過
ご
せ
る
多
世
代
サ
ロ
ン

と
な
っ
た
。
こ
の
実
践
が
、
家
や
庭

を
活
か
す
こ
と
に
２
世
代
で
関
わ

る
事
例
と
し
て
、
後
に
続
く
方
々

の
励
み
に
な
れ
ば
と
文
子
さ
ん
・

中
野
さ
ん
と
も
に
期
待
し
て
い
る
。

　

名
称
の
「
ふ
く
ふ
く
」
に
は
「
子

ど
も
の
こ
う
ふ
く
」「
シ
ニ
ア
の
ふ

く
し
」
を
見
守
る
思
い
が
込
め
ら

れ
て
い
る
。
再
び
人
が
集
う
こ
と

で
よ
み
が
え
っ
た
家
と
庭
は
、
確

か
に
幸
福
な
場
と
し
て
ひ
ら
か
れ
、

心
地
よ
い
風
が
吹
き
抜
け
て
い
る
。

　

ふ
く
ふ
く
の
い
え
で
橋
本
さ
ん

に
お
で
か
け
ひ
ろ
ば
の
活
動
状
況

を
尋
ね
る
と
、「
め
っ
ち
ゃ
順
調
で

す
！
」
と
い
か
に
も
嬉
し
そ
う
。

　

活
動
が
順
調
な
の
は
ど
ん
な
理

由
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

橋
本
さ
ん
は
「
子
ど
も
は
自
然

の
中
で
育
て
た
い
」
と
プ
レ
ー
パ
ー
ク

な
ど
を
利
用
し
、
わ
が
子
を
小
学

校
入
学
ま
で
自
主
保
育
で
育
て
た
と

い
う
。
そ
し
て
、
い
つ
か
は
〝
お
で

か
け
ひ
ろ
ば
〟
を
開
き
た
い
と
情

報
収
集
の
傍
ら
チ
ャ
ン
ス
を
待
っ
た
。

　

ト
ラ
ま
ち
の
紹
介
で
オ
ー
ナ
ー
の

中
野
さ
ん
と
出
会
う
と
す
ぐ
に
意

気
投
合
。
中
野
さ
ん
の
言
葉
の
中

か
ら
家
と
庭
の
連
続
性
の
あ
る
空

間
を
大
切
に
想
っ
て
い
る
こ
と
を
感

じ
、「
子
育
て
は
自
然
の
中
で
」
を

信
条
と
し
て
き
た
橋
本
さ
ん
に
強

く
響
い
た
。

　

出
会
い
か
ら
ひ
と
月
で
橋
本
さ

ん
は
事
業
開
始
を
決
意
。
多
少

の
不
安
は
あ
っ
た
も
の
の
熱
意
が

勝
り
、
中
野
さ
ん
と
と
も
に
改
修

の
た
め
の
助
成
金
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し

泥んこ遊びやおままご
と、木陰を使ってかくれ
んぼをする樹にはブラ
ンコが吊るされ、取材
時（晩夏）には、「バッタ
見つけた！」と子どもた
ちの弾んだ声も。

た
。
助
成
が
決
定
し
、
さ
ら
に
お

で
か
け
ひ
ろ
ば
事
業
者
に
選
定
さ

れ
る
な
ど
、
次
々
と
事
が
運
ん
だ
。

オ
ー
ナ
ー
と
実
際
の
活
動
の
担
い

手
が
共
通
の
感
性
を
持
っ
て
い
た
こ

と
が
、
実
現
に
拍
車
を
か
け
、
展

開
を
円
滑
に
し
た
よ
う
だ
。

　

ご
近
所
サ
ロ
ン
に
と
い
う
オ
ー

ナ
ー
の
希
望
に
、
橋
本
さ
ん
た
ち

が
寄
り
添
い
、
応
援
。
逆
に
、
橋

本
さ
ん
た
ち
の
子
育
て
支
援
活
動

に
ふ
さ
わ
し
い
形
で
オ
ー
ナ
ー
が
場

を
提
供
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
互

い
の
意
思
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら
、

バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
共
生
が
成
り

立
っ
た
の
も
大
き
い
。
と
も
す
れ

ば
こ
う
し
た
事
業
で
は
両
者
の
均

衡
は
破
ら
れ
が
ち
。
お
互
い
に
幸

運
で
し
た
と
橋
本
さ
ん
。
併
せ
て
、

オ
ー
ナ
ー
側
の
心
配
が
防
犯
や
庭

木
の
管
理
と
い
う
よ
う
に
明
確
だ
っ

た
た
め
、
橋
本
さ
ん
た
ち
も
そ
れ

に
具
体
的
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
、

信
頼
関
係
が
よ
り
増
す
こ
と
に
。

活
動
が
順
調
な
理
由
は
、
橋
本
さ

ふくふくのいえ（喜多見9-14-15） ☎︎03-5761-9748　〔おでかけひろばFUKU＊fuku〕月〜金曜日・第4土曜日 10時〜15時
〔ご近所サロン・ふくふくのにわ小さな森〕第4土曜日 10時〜12時　

　　武部さん　  　　 中野さん

橋本さん

「
ふ
く
ふ
く
」
の
居
心
地
に

浸
る
親
子
が
増
え
て
い
ま
す
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ん
を
含
め
た
ス
タ
ッ
フ
の
姿
勢
に
も

あ
る
よ
う
だ
。

　

開
始
か
ら
１
年
半
が
経
つ
が
、

ふ
く
ふ
く
の
い
え
は
地
域
に
も
馴

染
み
、
ご
近
所
か
ら
の
声
掛
け
は

も
ち
ろ
ん
、
と
き
に
は
お
菓
子
の

お
す
そ
分
け
に
あ
ず
か
る
こ
と
も
。

い
わ
ば
、
オ
ー
ナ
ー
一
家
の
ご
近

所
付
き
合
い
を
そ
の
ま
ま
引
き
継

い
だ
よ
う
な
形
。
最
近
ス
タ
ー
ト

し
た
未
就
園
児
の
一
時
預
か
り
も

好
評
だ
。

　

子
育
て
か
ら
地
域
と
の
ふ
れ
あ

い
方
ま
で
、
制
度
の
枠
に
と
ら
わ

れ
ず
何
で
も
相
談
で
き
る
場
に
と
、

ス
タ
ッ
フ
た
ち
も
温
か
い
。

　

雨
が
降
っ
て
も
出
か
け
て
いっ
て

親
子
が
普
段
の
ま
ま
で
く
つ
ろ
げ

る
、
住
ま
い
な
ら
で
は
の
あ
た
た
か

な
セ
カ
ン
ド
プ
レ
イ
ス
を
も
っ
と
も
っ

と
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
き
た
い
と
口
を

揃
え
る
。

　
「
ご
近
所
」「
日
常
」を
キ
ー
ワ
ー

ド
に
し
た
子
育
て
が
見
直
さ
れ
れ

ば
、
親
子
は
も
っ
と
楽
に
な
れ
る
は

ず
と
橋
本
さ
ん
。
今
後
は
、
地
域

の
他
の
団
体
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ

ン
も
広
げ
な
が
ら
活
動
を
展
開

し
、
新
た
な
担
い
手
も
育
て
て
い

き
た
い
と
い
う
。

継
ぐ
場
所
に
し
て
い
け
た
ら
と
考

え
る
よ
う
に
な
っ
た
礼
子
さ
ん
。
在

塚
家
に
遺
る
写
真
・
絵
な
ど
の
ほ

か
、
地
域
の
方
々
の
ま
ち
の
記
憶

も
あ
わ
せ
て
伝
え
て
い
け
る
よ
う

企
画
を
練
って
いっ
た
。

　

建
物
の
名
称
も
あ
れ
こ
れ
と
思

案
。「
在
塚
」
の
〈
在
〉
と
、
倫

子
さ
ん
の
〈
り
ん
〉・
お
と
な
り
の

〈
隣
〉
の
音
を
〈
林
〉
に
収
め
、〝
在

林
館
〟
と
名
づ
け
た
。
不
思
議
な

鐘
の
音
色
の
よ
う
な
か
わ
い
ら
し
い

響
き
だ
。

　

初
企
画
展
は
、
こ
の
住
宅
地
の

町
名
か
ら
「
羽
根
木
の
日
々
」
と

題
し
、
母
親
の
追
悼
展
と
し
た
。

最
晩
年
の
絵
や
、
母
親
の
時
代
の

ま
ち
の
様
子
が
わ
か
る
古
い
写
真

な
ど
を
並
べ
た
展
示
は
、
家
族
を

は
じ
め
訪
れ
た
近
隣
の
人
々
に
と
っ

て
懐
か
し
さ
あ
ふ
れ
る
も
の
と
な
っ

た
よ
う
だ
。
こ
の
と
き
礼
子
さ
ん

は
訪
れ
た
ひ
と
た
ち
に
「
み
な
さ

ん
の
ま
ち
の
記
憶
も
一
緒
に
展
示

し
ま
せ
ん
か
」
と
呼
び
か
け
た
。

　

第
２
回
企
画
展
は
代
田
橋
分
譲

地
を
テ
ー
マ
に
し
た
「
34
番
地
は

80
歳
」
を
開
催
。
地
域
の
人
た
ち

に
と
っ
て
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
で
あ
っ
た
お

屋
敷
を
写
真
の
中
に
見
つ
け
て
皆

し
き
り
に
懐
か
し
が
る
な
ど
、
住

宅
地
の
街
並
み
の
移
り
変
わ
り
が

見
て
取
れ
る
展
示
だ
っ
た
。
初
企

画
展
で
の
呼
び
か
け
に
よ
り
、
ご

近
所
の
方
が
所
有
す
る
当
時
の
写

真
も
展
示
さ
れ
た
そ
う
だ
。

　

そ
の
後
も
地
域
の
歴
史
を
映
す

写
真
や
関
連
す
る
絵
、
書
物
な
ど

が
地
域
の
方
々
に
よ
っ
て
持
ち
寄
ら

れ
、
企
画
展
は
会
期
中
に
進
化
し

て
い
く
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
訪

れ
た
方
々
と
の
何
気
な
い
会
話
を

き
っ
か
け
に
企
画
や
ト
ー
ク
イ
ベ
ン

ト
に
進
展
す
る
な
ど
の
広
が
り
も

み
せ
て
い
る
。
２
０
１
８
年
に
は
開

館
か
ら
早
６
年
目
を
迎
え
、
企
画

展
も
25
回
を
数
え
た
。

　

ま
た
、「
手
紙
を
整
理
し
て
い
た

ら
在
塚
さ
ん
の
お
宅
に
焼し

ょ
う

夷い

弾だ
ん

が

落
ち
た
こ
と
が
書
い
て
あ
っ
た
」
と

教
え
て
く
れ
た
ご
近
所
の
方
も
。

残
さ
れ
た
書
簡
な
ど
か
ら
か
つ
て
の

近
所
付
き
合
い
の
よ
う
す
が
う
か

が
え
る
の
も
思
わ
ぬ
発
見
だ
っ
た
と

い
う
。
住
人
の
代
が
替
わ
り
つ
つ

あ
る
現
在
。
記
憶
と
と
も
に
か
つ

て
の
地
域
の
人
々
と
の
繋
が
り
も

よ
み
が
え
っ
た
そ
う
だ
。

　
「
地
域
共
生
の
い
え
」
と
し
て

ギ
ャ
ラ
リ
ー
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
在

林
館
。
現
在
は
庭
も「
小
さ
な
森
」

と
し
て
ま
ち
に
ひ
ら
い
て
い
る
。モ
ッ

コ
ク
・
梅
・
姫
リ
ン
ゴ
・
花
み
ず
き

な
ど
白
い
花
を
テ
ー
マ
に
整
え
ら
れ

　

昭
和
初
期
に
売
り
出
さ
れ
た
代

田
橋
分
譲
地
。
そ
の
一
画
を
在
林

館
館
主
、
在あ
り

塚づ
か

礼
子
さ
ん
の
祖
父

が
買
い
求
め
た
の
が
お
よ
そ
80
年

前
。
以
来
三
代
が
住
み
継
い
で
き

た
「
家
」
は
、
地
域
に
馴
染
み
、

ま
こ
と
に
居
心
地
の
よ
い
場
だ
。

　

礼
子
さ
ん
は
「
老
人
と
住
ま
い
」

に
つ
い
て
長
年
考
察
を
重
ね
て
き

た
研
究
者
。
ド
イ
ツ
の
高
齢
者
住

る
一
方
、
祖
母
の
郷
里
由
来
の
ク

ス
ノ
キ
や
英
国
か
ら
の
ス
モ
ー
ク
ツ

リ
ー
な
ど
も
あ
る
庭
は
、
小
さ
な

森
を
訪
れ
る
方
だ
け
で
な
く
、
通

学
途
中
の
子
ど
も
た
ち
や
お
散
歩

中
の
方
な
ど
、
季
節
ご
と
に
訪
れ

る
人
の
目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
て

い
る
。
ま
た
、
室
内
か
ら
も
ゆ
っ

た
り
と
時
間
や
四
季
の
移
り
変
わ

り
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

　

案
内
板
を
掲
げ
、
門
扉
を
開
け

る
こ
と
で
、
散
歩
の
途
中
に
足
を

止
め
て
企
画
展
の
内
容
を
チ
ェッ
ク

し
た
り
、
偶
然
立
ち
寄
っ
て
く
れ

る
人
も
い
る
と
か
。
小
さ
な
森
の

見
学
の
つ
も
り
で
お
庭
を
訪
れ
た

方
と
話
が
弾
み
、
在
林
館
の
取
り

組
み
を
知
っ
て
も
ら
う
機
会
に
も

な
って
い
る
そ
う
だ
。

　

庭
を
開
放
し
、
在
林
館
の
内
部

を
常
設
展
と
企
画
展
に
仕
切
る
形

で
今
後
も
家
を
地
域
に
ひ
ら
き
、

人
々
と
繋
が
る
場
に
し
た
い
と
礼

子
さ
ん
。
展
示
品
の
額
作
り
な
ど

裏
方
を
担
う
妹
の
井
上
澄
子
さ
ん

と
と
も
に
新
た
な
展
開
に
ワ
ク
ワ

ク
の
よ
う
す
。

　

ひ
と
た
び
地
域
に
ひ
ら
か
れ
た

こ
の
家
と
庭
と
い
う
絶
好
の
環
境

を
、
い
か
に
次
世
代
に
伝
え
残
し

て
い
く
か
、
そ
れ
が
目
下
最
大
の

課
題
で
あ
る
と
い
う
。

宅
で
は
「
居
間
の
窓
は
通
り
に
面

し
て
い
る
こ
と
」
が
建
築
ル
ー
ル
で

あ
る
な
ど
諸
外
国
の
住
宅
事
情
も

参
考
に
し
て
家
づ
く
り
を
研
究
し

て
き
た
。

　

戦
後
の
日
本
社
会
で
は
、
住
ま

い
が
持
つ
地
域
生
活
の
場
と
し
て

の
役
割
が
減
少
す
る
と
と
も
に
、

高
齢
者
の
地
域
と
の
関
連
性
が
薄

く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
に
懸
念
が

あ
っ
た
。
そ
の
せ
い
も
あ
り
、
礼

子
さ
ん
は
「
地
域
共
生
の
い
え
」

に
は
当
初
か
ら
専
門
家
と
し
て
賛

同
。
住
ま
い
を
地
域
に
ひ
ら
く
と

い
う
取
り
組
み
に
、
い
つ
か
自
分

も
参
加
し
た
い
と
思
い
を
温
め
て
い

た
と
の
こ
と
。

　

母
親
の
倫
子
さ
ん
が
晩
年
に
使
っ

て
い
た
離
れ
で
過
ご
し
て
い
る
う
ち

に
、
こ
こ
を
ま
ち
の
記
憶
を
語
り

家
と
庭
を
ひ
ら
い
て

地
域
の
記
憶
や
人
が
繋
が
る
場
所
へ
在あ
り 

林り
ん 

館か
ん

在林館・小さな森（羽根木2-34-4） ☎︎03-3321-0530
毎週木曜日 14時〜18時（8月はお休み）

在塚さん
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いえ・庭を地域にひらく　トラまち支援制度のご紹介

空
き
家
が
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
て
、
公
助
じ
ゃ
限
界
な
の
で
、
空
き
家
対

策
は
共
助
で
、
地
域
の
力
で
ひ
と
つ
お
願
い
し
ま
す
よ
、
と
い
う
考
え
方
。
な

ん
て
つ
ま
ら
な
い
、
世
の
中
の
切
り
分
け
方
な
ん
だ
と
思
う
。
誰
か
の
住
ま
い

の
再
生
は
、
私
た
ち
が
き
ち
ん
と
し
た
私
た
ち
で
あ
る
た
め
に
行
う
こ
と
で
あ

り
、
公
的
領
域
と
私
的
領
域
が
再
編
成
さ
れ
る
と
か
、
都
合
の
よ
い
共
助
の

動
き
が
生
ま
れ
る
と
か
は
、
そ
の
た
ま
た
ま
の
結
果
に
過
ぎ
な
い
。
誰
か
の
住

ま
い
の
扉
を
開
け
た
時
の
知
的
な
興
奮
、
そ
こ
か
ら
何
が
生
ま
れ
て
く
る
の
だ

ろ
う
と
い
う
妄
想
的
な
期
待
感
を
つ
ま
ら
な
い
領
域
に
納
め
る
べ
き
で
は
な

い
し
、
そ
れ
に
つ
ま
ら
な
い
役
割
を
与
え
る
べ
き
で
も
な
い
。

　
筆
者
は
媒
介
者
の
よ
う
な
立
場
に
立
つ
こ
と
が
多
い
の
で
、
扉
を
あ
け
た
と

き
に
、
自
分
の
興
奮
を
ぐ
っ
と
お
さ
え
て
、
扉
の
向
こ
う
側
に
い
る
人
た
ち
と
、

扉
の
こ
ち
ら
側
に
い
る
人
た
ち
の
最
初
の
興
奮
を
じ
っ
と
観
察
し
、
お
互
い
の

記
憶
や
歴
史
が
ど
の
よ
う
に
相
互
に
再
発
見
さ
れ
、
新
し
い
関
係
が
結
び
直

さ
れ
て
い
く
の
か
を
見
極
め
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
ひ
と
つ
と
し
て

同
じ
答
え
は
な
い
し
、
世
の
中
の
つ
ま
ら
な
い
切
り
分
け
方
で
簡
単
に
説
明
で

き
な
い
も
の
も
多
い
。
世
田
谷
の
あ
ち
こ
ち
で
展
開
さ
れ
て
い
る
取
り
組
み
に

み
え
る
、
そ
の
め
く
る
め
く
多
様
性
が
、
そ
の
証
拠
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
住
宅
は
人
の
手
に
渡
っ
た
瞬
間
か
ら
使
い
込
ま
れ
て
「
住
ま
い
」
と
な
り
、

住
ま
い
に
は
た
く
さ
ん
の
記
憶
や
歴
史
が
刻
み
込
ま
れ
る
。
筆
者
は
空
き
家
、

つ
ま
り
あ
ま
り
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
誰
か
の
住
ま
い
を
見
る
こ
と
が
よ
く
あ

る
が
、
そ
こ
に
積
み
重
な
っ
た
記
憶
や
歴
史
に
、
た
い
て
い
の
場
合
は
圧
倒
さ

れ
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
た
く
さ
ん
の
蔵
書
が
あ
る
図
書
館
の
扉
を
開
け
た

時
の
興
奮
に
近
い
か
も
し
れ
な
い
。
世
の
中
に
は
こ
こ
ま
で
自
分
の
知
ら
な
い

こ
と
が
あ
る
の
か
、
こ
こ
に
は
ど
う
い
う
「
読
み
取
る
べ
き
暮
ら
し
」
が
あ
る

の
か
、
と
い
う
知
的
な
興
奮
で
あ
る
。
一
冊
の
長
編
小
説
を
読
み
解
く
よ
う
な

興
奮
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
特
別
な
人
の
住
ま

い
で
は
な
く
、
ご
く
当
た
り
前
の
人
の
住
ま
い
で
あ
っ
て
も
で
あ
る
。

　
誰
か
の
住
ま
い
を
再
生
す
る
、
そ
れ
は
そ
こ
で
の
記
憶
や
歴
史
を
丁
寧
に

読
み
取
っ
て
い
く
と
い
う
作
業
で
あ
り
、
積
層
し
た
も
の
の
一
つ
一
つ
の
意
味

を
確
か
め
、
自
分
な
り
に
理
解
を
し
た
う
え
で
、
自
分
も
含
む
他
の
人
た
ち

に
再
び
意
味
を
与
え
る
よ
う
に
組
み
直
す
、
そ
ん
な
作
業
な
の
だ
ろ
う
。

　
私
た
ち
が
き
ち
ん
と
し
た
私
た
ち
で
あ
る
こ
と
の
拠
り
ど
こ
ろ
は
、
常
に

好
奇
心
を
持
ち
、
学
び
続
け
る
こ
と
、
誰
か
と
新
し
い
関
係
を
つ
く
り
続
け

る
こ
と
に
あ
る
。
誰
か
の
住
ま
い
を
再
生
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
た
ち
が
他

者
の
住
ま
い
や
暮
ら
し
か
ら
学
び
、
そ
れ
を
自
分
の
住
ま
い
や
暮
ら
し
と
混

ぜ
合
わ
せ
て
、
そ
の
こ
と
を
手
掛
か
り
と
し
て
別
の
誰
か
と
関
係
を
つ
く
っ
て

い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
紛
れ
も
な
く
、
私
た
ち
が
き
ち
ん
と
し
た
私
た
ち

で
あ
る
た
め
に
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
世
の
中
の
全
て
を
、
公
的
領
域
と
私
的
領
域
に
分
け
て
し
ま
う
考
え
方
が

あ
る
。
暮
ら
し
に
関
わ
る
私
た
ち
の
動
き
を
、
自
助
、
共
助
、
公
助
と
い
う

ふ
う
に
分
け
て
し
ま
う
考
え
方
も
あ
る
。
な
ぜ
そ
ん
な
つ
ま
ら
な
い
分
け
方
を

す
る
の
だ
ろ
う
と
考
え
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
空
き
家
活
用
は
「
趣
味
」
で

す
よ
ね
、じ
ゃ
あ
公
的
領
域
じ
ゃ
な
く
て
私
的
領
域
で
す
ね
、と
い
う
考
え
方
。

饗 庭  伸（あいば しん）

首都大学東京 都市環境学部
都市政策科学科  教授
1971 年兵庫県生まれ。
早稲田大学理工学部建築学科卒業。
博士 ( 工学 )。同大学助手等を経て、現職。
専門は都市計画、まちづくり。
都市の計画とデザイン、そのための市民参加
手法、市民自治の制度、NPO 等について研究
を行っている。
著書 『都市をたたむ』（花伝社）、
共著『初めて学ぶ 都市計画 ( 第二版 )』（市ヶ
谷出版社）、『白熱講義 これからの日本に都市
計画は必要ですか』( 学芸出版社 )、
編著『東京の制度地層』（公人社）、

『自分にあわせてまちを変えてみる力―韓国・
台湾のまちづくり』（萌文社）
監修『さがしてみよう！まちのしごと』（小峰
書店）ほか

私
た
ち
が
誰
か
の
住
ま
い
を
再
生
す
る
こ
と

饗あ
い  

庭ば

　 

伸し
ん

　空き家等地域貢献活用

　地域共生のいえ

　小さな森

地域共生のいえは、世田谷区内の建物のオーナーが、自宅や建物の
一部を地域へ開放して行う「まちづくり活動」です。財団が開設ま
でのサポートを行い、誰もがいきいきと安心して住み続けられる「地
域共生のまち」の実現をめざしています。所有者の発意をきっかけ
に、現在 22 か所の多様な地域の居場所が広がっています。

月に１回程度以上の公益的な活動で自宅等をまちにひらきたいオー
ナーを支援します。（ご相談内容に応じて、イメージ検討、お試し
期間等のステップがあります）

諧
かい

林
りん

招
しょう

（船橋 3 丁目）

成城三丁目小さな森

シェア奥沢（奥沢 2-32-11）

相談窓口では活用相談・情報提供を行いながら以下のサポートを
行っています。

50㎡以上のまとまった緑地で公道などから緑地への通路が確保でき
るお庭が対象です。
オープンガーデンの公開は年 1 回から可能です。

区内にある空き家、空室、空き部屋を地域資源ととらえ、地域貢献
活用を目的とした相談窓口です。現在 14 の拠点が誕生しており、
拠点創出を通じて、「地域コミュニティの活性・再生」をめざして
います。

個人のお庭を「小さな森」として登録していただき、オープンガー
デンを開催することで、来場者とみどりの大切さを考えていく取り
組みです。現在 17 か所の小さな森が生まれており、区内でのさら
なる広がりをめざしています。

〔5 つの活動テーマ〕
地域の人々の交流を広げる
地域まちづくりの啓発・支援する
子育て支援　子どもの居場所
高齢者や障害者の暮らしを支える

オーナーと活動したい団体とのマッチング（現地見学会等）
建築士、不動産協会等専門家による支援
事業計画勉強会など

グリーンアドバイザーによるお庭づくり
相談を受けることができます。
小さな森ボランティアがオープンガーデ
ン当日のお手伝いを行います。

子育て中の親子が気軽に立ち寄って交流ができるとともに、
子育てに関する相談や情報提供など、様々なサポートを行っ
ている拠点です。

利用対象は、区内に住む未就学児（主に 0 〜 3 歳）と保
護者（これから子育てを始める親も含む）。定期的なイベ
ントも行っています。

「おでかけひろば」の名称は、児童福祉法に基づく「地域
子育て支援拠点事業」の世田谷区の事業名称です。

おでかけひろば
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駒沢緑泉公園

駒沢オリンピック公園

世田谷新町公園

駒沢はらっぱ
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あばら屋春夏

地域風景資産
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新大山道
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松之木都市林向井潤吉アトリエ館駒沢給水塔

　

桜
新
町
駅
の
北
口
の
階
段
を
登

り
、桜
新
町
駅
前
通
り
に
出
る
。こ

の
道
は
か
つ
て
の
新
大
山
道
で
あ

る
が
、江
戸
時
代
か
ら
昭
和
初
期
に

か
け
て
現
在
の
品
川
区
に
当
た
る

地
域
に
農
業
用
水
を
供
給
し
た
品

川
用
水
の
一
部
も
、こ
の
駅
前
通
り

に
沿
っ
て
流
れ
て
い
た
。

　

今
回
は
こ
の
駅
前
通
り
を
東
方

向
に
直
進
。〝
世
田
谷
の
お
伊
勢
さ

　

１
９
６
４
年
に
開
催
さ
れ
た

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
第
２
会

場
と
し
て
東
京
五
輪
成
功
の
一

端
を
担
っ
た
駒
沢
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
公
園
は
、現
在
も
東
京
の
ス

ポ
ー
ツ
の
メ
ッ
カ
と
し
て
親
し

ま
れ
て
い
る
。

　

そ
の
周
辺
に
は
、近
代
・
世
田

谷
と
東
京
の
発
展
を
支
え
て

き
た
数
々
の
遺
構
が
あ
る
。隣

駅
の
桜
新
町
か
ら
駒
沢
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
公
園
に
向
か
い
つ
つ
、世

田
谷
近
代
化
の
記
憶
を
た
ど
っ

て
み
よ
う
。

ん
〟と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
桜
神

宮
を
越
え
て
ひ
と
つ
め
の
角
を
斜

め
左
に
走
る
水
道
道
路
を
抜
け
る

と
、前
方
に
巨
大
で
古
め
か
し
い
建

築
物
が
忽こ
つ

然
と
現
れ
る
。あ
ま
り
の

偉
観
に
驚
く
が
、こ
れ
が〝
双
子
の

給
水
塔
〟
と
し
て
知
ら
れ
る
東
京

都
水
道
局
駒
沢
給
水
所
だ
。

　

大
正
末
期
に
、旧
渋
谷
町
の
人
口

増
加
に
伴
う
井
戸
水
の
枯
渇
と
水

質
悪
化
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め

に
建
て
ら
れ
た
も
の
だ
が
、ま
っ
た

く
同
じ
外
観
の
給
水
塔
が
ふ
た
つ

並
ん
で
い
る
の
で
双
子
の
給
水
塔

と
い
う
愛
称
が
つ
い
た
。

　

関
東
大
震
災
に
遭
っ
て
も
大
き

な
被
害
が
な
か
っ
た
ほ
ど
堅
牢
な

建
築
物
だ
が
、１
９
９
９
年
に
駒
沢

給
水
所
は
給
水
所
と
し
て
の
機
能

を
休
止
し
、現
在
は
非
常
時
用
の

応
急
給
水
槽
と
し
て
活
用
さ
れ
て

い
る
。

　

見
学
は
受
け
付
け
て
お
ら
ず
、ふ

た
つ
の
塔
が
き
れ
い
に
並
ん
で
い
る

様
子
は
、近
隣
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
上

階
に
で
も
知
り
合
い
が
い
な
い
か
ぎ

り
見
る
の
は
難
し
い
。そ
れ
で
も
、

水
道
道
路
を
抜
け
て
給
水
所
に
突

き
当
た
っ
た
ら
左
折
し
、少
し
だ
け

北
上
し
た
住
宅
街
か
ら
振
り
向
く

と
、住
宅
街
の
向
こ
う
に
堂
々
た
る

給
水
塔
の
姿
を（
１
基
だ
け
で
は
あ

る
が
）拝
む
こ
と
が
で
き
た
。

　

こ
の
辺
り
は
１
９
３
２
年（
昭
和

７
年
）に
同
潤
会
駒
沢
分
譲
住
宅

が
建
て
ら
れ
た
一
画
で
、昭
和
の
香

り
が
す
る
邸
宅
は
あ
る
も
の
の
、当

時
の
分
譲
住
宅
は
残
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
家
々
の
庭
木
の
豊
か
さ
な

ど
に
、か
つ
て
の
同
潤
会
分
譲
住
宅

の
面
影
が
感
じ
ら
れ
る
。そ
う
い
え

ば
、同
潤
会
も
関
東
大
震
災
か
ら
の

復
興
の
た
め
に
近
代
的
な
住
宅
の

供
給
を
手
が
け
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、こ
う
し
た
何
気
な
い
住
宅
街
に

も
、復
興
や
近
代
化
の
記
憶
が
残
っ

て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

給
水
所
の
正
門
前
を
東
に
進
む

と
、住
宅
街
の
路
地
が
ち
ょ
っ
と
入

り
組
ん
で
く
る
。
地
域
の
方
た
ち

の
ご
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ
う
に
と

そ
ろ
そ
ろ
と
進
ん
で
い
く
と
、緑
の

木
々
に
囲
ま
れ
た
空
き
地
の
よ
う

な
場
所
に
突
き
当
た
っ
た
。「
駒
沢

は
ら
っ
ぱ
プ
レ
ー
パ
ー
ク
」で
あ
る
。

　

中
に
入
っ
て
み
る
と
、子
ど
も
の

戦後日本の復興を象徴する
駒沢オリンピック公園を中心に、

近代の世田谷と東京の発展を支えてきた
遺構をめぐる

〜 桜新町・駒沢大学散策 〜

〜
桜
新
町
駅
か
ら

〝
双
子
の
給
水
塔
〟へ
〜

何
気
な
い
住
宅
街
に
残
る

復
興
や
近
代
化
の
記
憶

第17回

せ た が や 散 歩 日 和

基
地
の
よ
う
な
小
屋
や
手
作
り
の

テ
ー
ブ
ル
・
椅
子
な
ど
の
ほ
か
、ど

ろ
ん
こ
遊
び
を
し
た
と
思
わ
れ
る

跡
も
あ
る
。
駒
沢
緑
泉
公
園
の
一

部
が
子
ど
も
た
ち
の
遊
び
場
と
し

て
開
放
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
だ
。

　

駒
沢
緑
泉
公
園
は
、住
宅
街
の

中
に
ひ
っ
そ
り
と
た
た
ず
む
公
園

な
が
ら「
せ
た
が
や
百
景
」に
も
選

ば
れ
て
お
り
、噴
水
広
場
や
小
川
、

樹
木
園
な
ど
、水
と
み
ど
り
を
意

識
し
た
設
計
が
特
徴
だ
。
と
く
に

中
央
に
小
川
が
流
れ
る
樹
木
園
は

な
か
な
か
壮
観
で
あ
る
。休
日
で
も

朝
の
早
い
時
間
な
ら
人
影
も
少
な

く
、い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
木
々
の
中

で
の
ん
び
り
と
散
策
を
楽
し
め
る
。

　

駒
沢
緑
泉
公
園
の
北
側
の
出
口

を
出
て
右
に
進
む
と
、道
は
す
ぐ

に
突
き
当
た
り
、右
に
曲
が
っ
て
い

る
。
よ
く
見
る
と
角
に
小
さ
な
階

段
が
あ
る
の
で
、こ
の
階
段
を
降
り

て
直
進
す
る
こ
と
に
し
た
。

　

少
し
行
く
と
弦
巻
二
丁
目
の
信

号
に
ぶ
つ
か
る
。こ
こ
を
左
右（
南

北
）に
走
る
道
路
が
駒
沢
公
園
通

り
で
、右
折
す
る
と
駒
沢
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
公
園
に
至
る
が
、今
回
は
時

間
に
余
裕
が
あ
る
の
で
信
号
を
渡

り
、バ
ス
停
の
横
の
案
内
板
に
従
っ

て
緑
道
や
路
地
を
抜
け
、こ
の
土
地

ゆ
か
り
の
洋
画
家・向
井
潤
吉
の
作

桜新町駅
　　水道道路
　　東京都水道局駒沢給水所
　　駒沢はらっぱプレーパーク
　　駒沢緑泉公園
　　向井潤吉アトリエ館
　　駒澤大学耕雲館（旧図書館）
　　駒沢オリンピック公園
　　松之木都市林
駒沢大学駅

〜
駒
沢
緑
泉
公
園
か
ら

向
井
潤
吉
ア
ト
リ
エ
館
へ
〜

せ
た
が
や
百
景
の
公
園
や

画
家
の
元
ア
ト
リ
エ
に
、

古
の
雑
木
林
の
面
影
を

見
る

東京都水道局駒沢給水所

● 
新
大
山
道（
し
ん
お
お
や
ま
み
ち
）

　
江
戸
時
代
に
流
行
し
た
大
山
詣
り（
現

在
の
神
奈
川
県
伊
勢
原
市
大
山
に
あ
る
阿

夫
利
神
社
に
参
拝
し
、そ
の
行
き
帰
り
に
江

ノ
島
や
鎌
倉
を
見
物
す
る
）に
利
用
さ
れ
た

道
。国
道
２
４
６
号
を
三
軒
茶
屋
か
ら
世
田

谷
通
り
に
出
る
旧
大
山
道
に
対
し
、新
町
一

丁
目
か
ら
桜
新
町
駅
、用
賀
駅
を
抜
け
る
道

の
こ
と
を
指
す
。

● 

水
道
道
路

　
駒
沢
給
水
所
に
は
、多
摩
川
河
畔
の
砧
下

浄
水
場
で
取
水・浄
水
さ
れ
た
水
が
ポ
ン
プ

で
送
ら
れ
て
お
り
、そ
の
水
道
管
が
地
下
に

埋
め
ら
れ
て
い
る
道
路
の
こ
と
。駒
沢
給
水

所
に
つ
い
て
の
案
内
板（
２
か
所
）も
必
見
。

● 

東
京
都
水
道
局
駒
沢
給
水
所

　
１
９
２
４
年（
大
正
13
年
）に
開
設
さ
れ

た
給
水
所
。2
基
の
給
水
塔
は
前
年
に
完

成
。２
０
０
２
年
12
月
に
世
田
谷
区
の
第
一

回
地
域
風
景
資
産
に
選
定
。２
０
１
２
年
度

の
土
木
学
会
選
奨
土
木
遺
産
に
も
選
定
さ

れ
て
い
る
。駒
沢
給
水
塔
風
景
資
産
保
存
会

（
愛
称
コ
マ
Ｑ
）に
よ
る
ガ
イ
ド
ツ
ア
ー
も

行
わ
れ
て
い
る
。

● 

駒
沢
は
ら
っ
ぱ
プ
レ
ー
パ
ー
ク

　
プ
レ
ー
パ
ー
ク
と
は
、子
ど
も
た
ち
が
自

由
な
発
想
と
想
像
力
で
工
夫
を
し
、遊
び
を

作
り
出
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
遊
び
場
。

日
本
で
は
世
田
谷
区
立
羽
根
木
公
園
内
に

プ
レ
ー
パ
ー
ク
が
つ
く
ら
れ
た
こ
と
で
、広

く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。地
域
住
民
に

よ
る
運
営
や
有
給
の
プ
レ
ー
ワ
ー
カ
ー
を

配
置
す
る
こ
と
で
、安
全
面
に
も
配
慮
し
た

上
で
子
ど
も
が
自
由
に
遊
ぶ
環
境
を
生
み

出
し
て
お
り
、四
季
折
々
の
自
然
に
ふ
れ
な

が
ら
、の
ん
び
り
と
何
気
な
い
日
常
の
遊
び

が
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。開
園
は
水
〜
日

曜
日
。
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● 

向
井
潤
吉
ア
ト
リ
エ
館

　
洋
画
家
向
井
潤
吉
の
住
居
兼
ア
ト
リ
エ

が
世
田
谷
区
に
寄
贈
さ
れ
、世
田
谷
美
術
館

の
分
館
と
し
て
１
９
９
３
年
に
開
館
。開
館

時
間
は
午
前
10
時
〜
午
後
６
時（
最
終
入
館

５
時
半
）。休
館
日
は
月
曜
日（
祝・休
日
は

開
館
、翌
平
日
休
館
）、年
末
年
始（
12
／
29

〜
1
／
3
）、展
示
替
期
間
。

● 

駒
澤
大
学
耕
雲
館

　

駒
澤
大
学
が
１
９
２
５
年
に
大
学
に
昇

格
し
た
際
、キ
ャ
ン
パ
ス
整
備
の
一
環
で
図

書
館
と
し
て
建
設（
竣
工
は
１
９
２
８
年
）。

耐
震
性
を
考
慮
し
た
折
板
構
造
が
特
徴
。

１
９
９
９
年
に
東
京
都
歴
史
的
建
造
物
に

選
定
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
禅
文
化

歴
史
博
物
館
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。一
般
の

入
館
も
可
能
。平
日
午
前
10
時
〜
午
後
４

時
半
。正
門
受
付
で
尋
ね
る
と
場
所
を
案

内
し
て
く
れ
る
。

● 

駒
沢
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
公
園

　

ゴ
ル
フ
場
や
プ
ロ
野
球
チ
ー
ム
の
本
拠

地
な
ど
を
経
て
、１
９
６
４
年
の
東
京
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
開
催
に
伴
い
第
２
会
場
と
し
て
整

備
さ
れ
た
。多
種
の
大
規
模
な
運
動
施
設
や

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
関
す
る
展
示
の
ほ
か
、ジ
ョ

ギ
ン
グ・サ
イ
ク
リ
ン
グ
コ
ー
ス
、バ
ー
ド
サ

ン
ク
チ
ュ
ア
リ
、ド
ッ
グ
ラ
ン
、児
童
公
園
な

ど
、様
々
な
施
設
が
あ
る
。

● 

松
之
木
都
市
林

　
屋
号
を「
松
之
木
」と
い
う
旧
家
の
敷
地

の
一
部
を
、世
田
谷
の
ト
ラ
ス
ト
運
動
に
共

感
し
た
所
有
者
が
１
９
９
９
年
に
世
田
谷

区
に
寄
贈
。都
市
林
に
指
定
さ
れ
、現
在
は

当
財
団
が
管
理
し
て
い
る
。約
２
８
０
坪
の

敷
地
に
は
、マ
ツ
や
シ
ラ
カ
シ
、モ
ウ
ソ
ウ
チ

ク
な
ど
、か
つ
て
の
農
家
の
屋
敷
林
の
よ
う

す
が
う
か
が
え
る
。土・日
の
午
前
９
時
〜

午
後
４
時
に
開
放（
４
〜
10
月
は
午
後
５
時

ま
で
）。

　

若
者
で
賑
わ
う
下
北
沢
の
隣
駅「
世
田
谷
代

田
」。一
駅
違
う
だ
け
で
街
の
雰
囲
気
は
大
き

く
変
わ
り
ま
す
。代
田
は
閑
静
な
住
宅
街
で
住

民
の
間
に
温
か
さ
が
息
づ
く
エ
リ
ア
。も
と
は
Ｉ

Ｔ
企
業
の
営
業
マ
ン
の
南
秀
治
さ
ん
が
、こ
こ
で

家
具
職
人
と
し
て
の
再
ス
タ
ー
ト
を
切
る
と
決

め
た
理
由
も
、「
声
を
か
け
て
く
れ
た
町
の
人
の

優
し
さ
が
心
に
し
み
た
か
ら
」で
し
た
。

　

家
具
工
房
は
周
囲
に
音
が
漏
れ
る
こ
と
も

あ
り
、貸
し
手
探
し
に
行
き
詰
ま
っ
て
い
た
南
さ

ん
。そ
ん
な
中
で
行
き
着
い
た
世
田
谷
代
田
で
、

目
に
と
ま
っ
た
の
が
今
は
閉
店
し
て
し
ま
っ
た
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
店
で
し
た
。

「
家
主
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
事
情
を
話
す
と『
古

い
建
物
だ
か
ら
自
分
で
直
す
ん
だ
っ
た
ら
使
っ
て

い
い
よ
』と
。ま
だ
会
社
員
だ
っ
た
の
で
、工
房
の

改
修
は
休
み
を
使
っ
て
Ｄ
Ｉ
Ｙ
で
行
っ
て
い
た
の

で
す
が
、作
業
を
し
て
い
る
と
興
味
を
持
っ
た
近

所
の
人
た
ち
が
の
ぞ
き
に
来
る
ん
で
す
。『
こ
こ

で
何
す
る
の
？
』『
困
っ
て
い
る
こ
と
は
な
い
？
』と

いっ
た
具
合
に
。近
所
の
人
に
優
し
く
し
て
も
ら

う
の
は
初
め
て
の
体
験
で
、東
京
の
新
た
な
魅
力

に
ふ
れ
た
気
が
し
ま
し
た
」。

　

交
流
の
中
で
南
さ
ん
が
感
じ
た
の
は
、代
田
に

暮
ら
し
て
い
る
人
た
ち
は
、街
へ
の
誇
り
を
持
ち

続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
。「
こ
の
辺
り
も
昔
は

本
当
に
賑
わ
っ
て
い
た
ん
だ
よ
」と
、思
い
出
を
語

る
と
き
の
、お
じ
い
ち
ゃ
ん
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち
の

キ
ラ
キ
ラ
し
た
瞳
。そ
れ
を
目
に
し
て
、

「
僕
を
気
に
か
け
て
親
切
に
し
て
く
れ
た
恩
返

し
に
、商
店
街
に
人
が
来
て
立
ち
止
ま
っ
て
く
れ

る
光
景
を
、も
う
一
度
見
せ
て
あ
げ
た
い
」と
い

う
思
い
が
、わ
き
上
が
っ
て
き
た
と
い
い
ま
す
。　

　

こ
の
思
い
こ
そ
が
、「
世
田
谷
代
田
も
の
こ
と

祭
り
」の
原
点
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　

自
身
が
作
り
手
へ
と
転
身
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ

だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、ア
イ
デ
ィ
ア
の
原
型
は
、

「
も
の
の
作
り
手
と
使
い
手
が
集
ま
る
マ
ル
シ
ェ

の
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
」と
い
う
も
の
に
。　

　

そ
の
後
は
、家
具
職
人
と
な
る
た
め
に
学
ん
で

い
た
ス
ク
ー
ル
で
知
り
合
っ
た
仲
間
た
ち
と
、そ

れ
ぞ
れ
の
持
つ
つ
な
が
り
を
フ
ル
稼
働
。賛
同
者

や
参
加
者
を
募
っ
て
い
き
ま
し
た
。

「
知
ら
な
い
人
が
い
き
な
り
街
に
や
っ
て
き
て
、

バ
ー
ン
と
花
火
を
打
ち
上
げ
る
よ
う
な
イ
ベ
ン

ト
は
し
た
く
な
か
っ
た
。地
元
の
人
た
ち
に
ち
ゃ

ん
と
理
解
さ
れ
て
、楽
し
ん
で
も
ら
え
る
お
祭
り

で
あ
る
こ
と
が
大
切
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
」

　

そ
の
た
め
南
さ
ん
は
、商
店
会
、町
会
な
ど
、

代
田
に
縁
の
あ
る
団
体
を
す
べ
て
回
り
、「
お
金

は
い
ら
な
い
、応
援
だ
け
し
て
く
だ
さ
い
」と
い

う
お
願
い
と
、「
最
低
で
も
10
年
は
続
け
て
、少

し
ず
つ
街
が
変
わ
っ
て
行
く
イ
ベ
ン
ト
を
目
指
し

た
い
」と
い
う
展
望
を
伝
え
た
そ
う
。す
る
と
、

「
神
社
の
境
内
が
使
え
な
い
か
お
願
い
し
て
み

た
ら
？
」な
ど
、地
元
人
な
ら
で
は
の
提
案
も
寄

せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、次
第
に
イ
ベ
ン
ト
の
形

が
整
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

当
初
、２
０
０
人
も
来
て
く
れ
た
ら
御
の
字

と
考
え
て
い
た
南
さ
ん
で
す
が
、い
ざ
当
日
を
迎

え
て
み
る
と
、初
回
か
ら
出
店
者
14
組
、来
場
者

約
９
０
０
人
と
い
う
大
盛
況
。以
来
、回
を
重
ね

る
ご
と
に
知
名
度
、来
場
者
数
共
に
大
き
く
な

り
、「
次
回
は
歩
行
者
天
国
化
も
考
え
る
べ
き
で

は
？
」と
いっ
た
意
見
が
で
る
ほ
ど
の
規
模
に
。

　

初
回
か
ら
登
場
し
、祭
り
の
名
物
と
な
っ
た

「
じ
ゅ
ん
さ
い
流
し
」、い
ろ
い
ろ
な
仕
事
が
リ

ア
ル
店
舗
で
体
験
で
き
る「
子
ど
も
お
仕
事
体

験
」、代
田
の
珈
琲
店
の
味
の
違
い
が
堪
能
で
き
る

「
代
田
利
き
コ
ー
ヒ
ー
」な
ど
、ユ
ニ
ー
ク
な
催
し

も
年
々
充
実
し
て
い
き
ま
す
。

　

祭
り
が
気
に
入
っ
て
、世
田
谷
代
田
に
引
っ
越

す
ニュ
ー
フ
ァ
ミ
リ
ー
や
職
人
も
現
れ
、駅
前
の
風

景
も
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

　

た
だ
、当
の
南
さ
ん
は
、祭
り
の
規
模
や
来
場

者
数
に
は
さ
し
て
関
心
が
な
い
の
だ
と
か
。

「
祭
り
の
原
点
は
、あ
く
ま
で
僕
が
体
験
し
た

『
声
を
か
け
て
も
ら
え
る
う
れ
し
さ
を
伝
え
た

い
』と
い
う
こ
と
。広
げ
た
い
の
は
規
模
で
は
な

く
、ご
近
所
付
き
合
い
の
温
か
さ
で
す
か
ら
」

　

地
方
創
生
関
連
の
仕
事
が
舞
い
込
む
こ
と
も

あ
る
そ
う
で
す
が
、や
り
た
い
の
は
、地
方
創
生

で
は
な
く
、代
田
創
生
。ど
こ
に
で
も
移
植
可
能

な
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
提
案
す
る
こ
と
で
は
な

く
、代
田
だ
か
ら
で
き
る
こ
と
、代
田
で
し
か
で

き
な
い
こ
と
に
、こ
れ
か
ら
も
こ
だ
わ
っ
て
い
き
た

い
と
話
し
ま
す
。

　

目
指
す
の
は
、ご
近
所
同
士
が
ち
ょっ
と
お
節

介
を
し
あ
っ
て
い
る
う
ち
に
、街
が
イ
キ
イ
キ
と

盛
り
上
が
っ
て
い
く
姿
。世
田
谷
代
田
も
の
こ
と

祭
り
の
コ
ン
セ
プ
ト「『
あ
り
が
と
う
。』で
、つ
な

ご
う
」に
は
、そ
ん
な
南
さ
ん
の
思
い
が
つ
め
こ
ま

れ
て
い
ま
す
。

左
手
に
駒
澤
大
学
が
あ
り
、そ
の

構
内
に
は
関
東
大
震
災
直
後
に

耐
震
性
も
考
慮
し
て
設
計
さ
れ
た

耕
雲
館（
旧
図
書
館
）が
、建
設
当

時
そ
の
ま
ま
の
姿
で
建
っ
て
い
る
。

建
物
自
体
も
一
見
の
価
値
が
あ
る

が
、禅
文
化
に
関
す
る
資
料
や
仏

教
美
術
の
展
示
も
、一
冊
の
入
門

書
を
通
読
す
る
く
ら
い
の
見
応
え

が
あ
っ
た
。

　

駒
澤
大
学
の
正
門
を
出
て
左
に

進
む
と
す
ぐ
に
、駒
沢
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
公
園
の
西
口
が
見
え
て
く
る
。こ

の
入
り
口
付
近
に
は
世
田
谷
区
名

木
百
選
に
も
選
ば
れ
た
コ
ブ
シ
の

木
を
は
じ
め
、み
ご
と
な
樹
木
が
多

く
立
ち
並
ん
で
い
る
。

　

駒
沢
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
公
園
と
い
え

ば
か
つ
て
の
東
京
五
輪
を
偲
ん
だ
り

（
あ
の〝
東
洋
の
魔
女
〟が
活
躍
し

た
の
も
こ
こ
の
屋
内
球
技
場
）、開

催
ま
で
２
年
を
切
っ
た
２
０
２
０
年

東
京
五
輪
に
想
い
を
馳
せ
る
に
も

絶
好
の
場
所
だ
が
、実
際
に
園
内
を

歩
い
て
み
る
と
、児
童
公
園
や
サ
イ

ク
リ
ン
グ
コ
ー
ス
な
ど
、様
々
な
楽

し
み
方
が
用
意
さ
れ
て
い
る
の
が

わ
か
る
。こ
こ
だ
け
で
半
日
く
ら
い

楽
し
く
過
ご
す
こ
と
も
可
能
だ
。

　

そ
ん
な
広
い
公
園
だ
か
ら
方
々

に
出
入
り
口
が
あ
り
、ど
こ
か
ら
出

る
か
で
散
歩
の
趣
は
変
わ
っ
て
く

る
。
今
回
は
北
に
位
置
す
る
駒
沢

一
丁
目
23
番
地
口
か
ら
駒
澤
大
学

の
裏
手
に
出
て
、駒
沢
公
園
通
り

と
国
道
２
４
６
号
の
交
差
点
ま
で

戻
り
、そ
こ
か
ら
少
し
東
の
ほ
う
に

あ
る
松
之
木
都
市
林
を
訪
れ
て
み

よ
う
。

　

こ
こ
は
か
つ
て
の
所
有
者
が
植

木
職
人
に「
手
を
入
れ
て
い
な
い

よ
う
に
手
入
れ
し
て
ほ
し
い
」と
難

し
い
注
文
を
し
な
が
ら
３
５
０
年

以
上
も
守
り
育
ん
で
き
た
屋
敷
林

だ
。江
戸
時
代
に
は
自
然
豊
か
だ
っ

た
世
田
谷
の
面
影
が
偲
ば
れ
る
。

　

こ
こ
か
ら
さ
ら
に
東
に
進
み
自

由
通
り
に
出
て
左
折
す
れ
ば
、今
回

の
ゴ
ー
ル
で
あ
る
駒
沢
大
学
駅
は

す
ぐ
そ
こ
だ
が
、自
由
通
り
を
右
折

し
て
公
園
の
ほ
う
に
戻
る
と
、通
り

沿
い
に
い
く
つ
か
の
カ
フ
ェ
が
見
つ

か
る
は
ず
だ
。
公
園
周
辺
の
駒
沢

通
り
や
駒
沢
公
園
通
り
に
も
個
性

的
な
カ
フ
ェ
が
多
い
の
で
、ひ
と
休

み
し
な
が
ら
本
日
の
道
程
を
反は
ん

芻す
う

し
て
み
る
の
も
、駒
沢
周
辺
の
散
歩

の
楽
し
み
の
ひ
と
つ
だ
ろ
う
。

　

ち
な
み
に
先
述
の
公
園
西
口
に

も
Mr.
Ｆ
A
Ｒ
Ｍ
Ｅ
Ｒ
と
い
う
レ
ス
ト

ラ
ン
が
あ
り
、早
朝
７
時
か
ら
お
茶

や
食
事
を
楽
し
み
な
が
ら
休
憩
で

き
る
。ま
た
こ
こ
で
は
地
域
の
交
流

を
目
的
に
月
に
２
回（
第
2
・
第
4

土
曜
日
）、区
内
の
農
家
や
近
隣
契

約
農
家
な
ど
が
新
鮮
な
野
菜
を
ワ

ゴ
ン
販
売
す
る
フ
ァ
ー
マ
ー
ズ・マ
ー

ケ
ッ
ト
を
開
催
。こ
の
日
は
世
田
谷

区
深
沢
に
あ
る
都
立
園
芸
高
等
学

校
の
生
徒
た
ち
も
出
店
し
て
い
た
。

道
ゆ
く
人
に
笑
顔
で
声
を
か
け
て

い
る
そ
の
姿
を
見
て
、未
来
の
農
芸

家
た
ち
に
心
の
中
で
エ
ー
ル
を
送

る
と
と
も
に
、オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
通

じ
た
復
興
と
発
展
の
ひ
と
つ
の
象

徴
で
あ
る
よ
う
な
こ
の
場
所
で
、今

ま
た
都
市
農
業
と
い
う
新
し
い
息

吹
を
感
じ
た
。

品
を
展
示
す
る
向
井
潤
吉
ア
ト
リ

エ
館
に
立
ち
寄
っ
て
み
た
。

　

ク
ヌ
ギ
、コ
ナ
ラ
な
ど
、武
蔵
野

の
面
影
を
今
に
残
す
樹
木
に
囲
ま

れ
た
建
物
だ
が
、向
井
潤
吉
が
戦

後
の
高
度
経
済
成
長
の
中
で
次
々

に
そ
の
姿
を
消
し
て
い
く
民
家
を

多
く
描
い
た
画
家
で
あ
る
と
い
う

点
に
、今
回
の〝
近
代
化
の
遺
構
を

巡
る
〟と
い
う
散
歩
に
つ
い
て
何
か

考
え
さ
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
。

　

ち
な
み
に
今
回
の
散
歩
コ
ー
ス

に
は
、向
井
潤
吉
ア
ト
リ
エ
館
に
向

か
う
細
い
路
地
の
よ
う
に
、か
つ
て

の
水
路（
小
川
）の
上
に
つ
く
ら
れ

た
と
思
し
き
細
い
路
地
が
い
く
つ

も
あ
る
が
、そ
の
多
く
は
前
述
の
品

川
用
水
と
つ
な
が
っ
て
い
た
と
言
わ

れ
て
い
る
。

　

駒
沢
公
園
通
り
を
一
気
に
南
下

し
て
国
道
２
４
６
号
に
出
る
。こ
の

辺
り
も
新
大
山
道
の
一
部
だ
が
、明

治
の
終
わ
り
か
ら
昭
和
中
頃
ま
で

は
、渋
谷
と
玉
川（
現・二
子
玉
川
）

を
結
ぶ〝
玉
電
〟が
走
っ
て
い
た
。

　

交
差
点
を
越
え
て
少
し
歩
く
と

（上）駒沢オリンピック公園西口付近
（下）ファーマーズ・マーケット

〜
駒
沢
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
公
園

か
ら
駒
沢
大
学
駅
へ
〜

駒
沢
を
歩
き
、世
田
谷
の

今
と
昔
を
想
う

祭りの名物「じゅんさい流し」

南
み な み

 秀
し ゅ う

治
じ

さん
　毎年8月の最終日曜日に開催される「世田谷
代田ものこと祭り」。２０１２年にスタートし、すで
に7回を数えます。“言い出しっぺ”となった南
秀治さんは、岡山出身。世田谷とは何の縁もな
かった存在です。その南さんが、なぜこの祭りの
中心的な存在となっていったのか。そのいきさ
つと、南さんが見つめる世田谷代田の未来につ
いて伺ってきました。

スリー・オー・ワン・デザインオフィス
ダイタデシカ、　オーナー

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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2018年4月1日～10月31日までに、875,764円の寄附金(トラスト会費、一般寄附)を皆さま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

右の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。
    morimori@setagayatm.or.jp

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。

トラスト会員
案内パンフレットを
お送りします

 

 

●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口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

プレゼント！！
オリジナルてぬぐい

クレジット払い
クレジットカードでの
お支払いをお申込みの方

自動更新
自動引落をお申込みの方

期間中、下記のお手続きをした方に

3年会員
3年会員に変更した方

家族会員
個人会員から家族会員に
変更した方

新規入会
賛助会員に入会した方（個人・家族・法人）

有効期限を2020年3月末まで延長

※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。

    キャンペーン
限定カラー
マロン・紫・牡丹マロン・紫・牡丹
どの色が届くかは
お楽しみに！

牡丹マロン 紫
New

多くの方々のささえで
世田谷のみどりを守り育てています

当財団では、市民緑地や小さな森制度を
活用しながら、屋敷林や雑木林など民有地
のみどりの保全を進めています。
皆さまの会費は、このような環境を保全す
る費用として大切に使わせていただいて
います。
現在13か所の市民緑地を一般公開してい
ます。ぜひお立ち寄りください。

成城四丁目発明の杜市民緑地 喜多見五丁目竹山市民緑地

※2019年度に向け、現在トラスト会員制度の見直しを行っています。
tel 03-6379-1620  fax 03-6379-4233

キャンペーン期間

2018年12月1日
～2019年3月31日

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

当財団では、住民主体のまちづくり活動により、地域コミュ
ニティの活性化や地域課題を解決していただくため、区内
の多様な主体と連携し、支援機能強化を進めています。そ
の一環として、本年 4 月 5 日 ( 木 ) に、東京税理士会北沢
支部と ｢まちづくり支援に関する協定｣ を締結し、それぞ
れが保有する、まちづくりや税に関する専門性を連携させ、
区民のまちづくり活動への支援に活かしていきます。

「成城のまち」と「崖線の自然」というテーマ毎に、ビジター
センター周辺を案内するツアーイベントを実施しました。
ツアーは、地域団体やトラストボランティアの方々がガ
イド役となり、参加者に魅力的な場所を守り育む取り組
みについても知っていただく機
会となりました。ビジターセン
ターは、世田谷の自然や歴史的・
文化的環境を守り育む拠点です。
お近くを散策・散歩の際には、
ぜひお立寄りください。

ビジターセンター周辺散策ポイント

案内ツアーを開催

本演習は、同大学都市生活学部の学生たちが、地域の活動現場で「自分を活かし」、関わる方々
と「学びあう」プログラムです。今年の主要拠点は「タガヤセ大蔵」、「砧・多摩川あそび村」。

「KYODO HOUSE」、「シェア奥沢」とも連携し、学部展での最終活動報告までに多くの方々
のご協力をいただきました。学生がチャレンジを重ねる中、関わるそれぞれの立場で学び
や気づきを得ながら取り組んでいます。

新たな小さな森「用賀・和みの庭」は、先代から引き継い
だ端正な日本庭園とオーナー夫人が手掛けたモダンな西洋
式庭園が魅力です。「人が集い、緑の大切さを共有していき
たい」という想いから、頼もしいお仲間と共に公開が実現
しました。11 月、はじめてのオー
プンガーデンを開催。お庭に魅了
された来場者から、「落ち着きます
ね」「こんな形で緑が残せていけた
ら楽しいですね」などの感想をい
ただきました。

東京都市大学との共同研究プログラム「まちづくり演習」を実施

小さな森「用賀・和
なご

みの庭」が誕生

公共施設の改修工事に携わる建築・電気・機械業者等を対
象に実務講習会を実施しました。（株）安全教育センター
から講師を招き、『最新の熱中症の常識』と題し、ご講義
いただきました。34 名の参加があり、季節外れのテーマに
もかかわらず皆さん熱心に聴講
されていました。参加者からは、

「知っているようで深くは知ら
ないことが多くあり、非常にた
めになりました」という感想も
いただきました。

3 軒からはじまるガーデニング支援制度では、平成 25 年
度からグループの募集をはじめ、現在 30 グループ 134
軒の皆さんの「花とみどりあふれる環境にやさしいまち
なみづくり」の活動を支援しています。
制度開始から 5 年目の今年度
は、南烏山や上用賀などの地
区で新たに 7 グループが加わ
り、ご近所で一緒になって行
うガーデニングの輪を広げて
います。

３軒からはじまるガーデニング

～みどりのネットワークが広がっています～

区内中小企業者を対象に実務講習会を実施

東京税理士会 北沢支部と

「まちづくり支援に関する協定」を締結

地域共生のいえ「ななこの積み木ハウス」が開設されました。
「高齢者の交流促進と認知症の予防になれば」と自宅の居
間で健康麻雀を開催。常連さん手づくりのテーブルを囲み、
おしゃべりしながら麻雀を楽しみます。麻雀をしなくても、お庭
のデッキで緑を眺めながらお茶を飲み、ゆっくり過ごすことも
できる場所です。水曜日は麻雀初心者向けに開催しています。
オーナーとともに「ななこ」（プードル）がお待ちしております。

地域共生のいえ「ななこの積み木ハウス」（上馬５）

が開設

10/20（土）・21（日）

9月〜12月

10/25（木）
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成城みつ池緑地・旧山田邸のご案内
成城学園が移転してきたことにより学園都市として造成され、小田急線の開通を皮切りに発展していったまち「成城」。旧山田邸

は、1937年（昭和12年）頃、この地に楢崎定吉の住まいとして建築されました。その後、画家山田盛隆に住み継がれ、創建当時の

意匠がほぼ変わらず残っています。2015年に世田谷区の所有となり、区の有形文化財に指定されました。成城学園都市や、国分寺

崖線上にある「成城みつ池緑地」の自然と一体となった特色等が評価されています。2017年からは、公園として整備され、一般公

開しています。ご近所の方や成城の街歩きを楽しむ方に気軽に立ち寄っていただき、豊かな自然と文化財にふれられる場所です。

イベント（予告）
3月8日（金） 13時30分〜15時30分
地域の草花をいかしたハーバリウムづくり
※詳細はお問合せください。

成城みつ池緑地・旧山田邸
〔所 在 地〕　世田谷区成城 4-20-25
〔アクセス〕　小田急線「成城学園前」駅西口より徒歩 7分
〔休 館 日〕　毎週月曜日（月曜が祝日の場合翌平日）、
　　　　　　年末年始

〔開館時間〕　午前 9時 30分〜午後 4時 30分　
〔お問い合わせ〕　（一財）世田谷トラストまちづくり

コーヒーと喜多見福祉作業所のクッキー・
パウンドケーキを提供しています（有料）
（午前11時〜午後３時）


