
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。

人
に
も

生
き
も
の
に
も

優
し
い

里
山
農
園

P13
未来を紡ぐ人

榎本 吉宏さん

あ　す

えの もと よし ひろ

特 集

せたがや散歩日和　第19回
世田谷線百年の歴史を軸に
世田谷城から赤堤、松沢にかけて
歴史と地域の記憶を辿る

P9

地域資源である「緑」と
関わることによる
新しい地域ケアのかたち
岩 崎  寛さん

P8

いわ　さき ゆたか
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平
成
の
間
に
農
地
が
半
減
し
た
世
田
谷
区
。

環
境
保
全
、避
難
場
所
の
確
保
は
も
ち
ろ
ん

区
民
の
農
業
体
験
や
地
域
活
動
の
場
と
し
て
も

「
農
地
を
残
し
た
い
」と
い
う
声
を
受
け

区
は
平
成
21
年
に「
世
田
谷
区
農
地
保
全
方
針
」を
策
定
。

農
地
保
全
重
点
地
区
の
一
つ
と
し
て
、令
和
元
年
７
月
３
日

喜
多
見
５
丁
目
の
次
大
夫
堀
公
園
内
に
里
山
農
園
が
オ
ー
プ
ン
し
た
。

区
の『
教
育
・
福
祉
農
園
』と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
こ
の
農
園
は

子
ど
も
の
食
育
や
環
境
教
育
の
場
、

若
者
・
高
齢
者
、障
害
が
あ
る
方
も
そ
う
で
な
い
方
も

誰
も
が
一
緒
に
楽
し
み
、活
動
で
き
る
場
と
し
て

『
人
に
も
生
き
も
の
に
も
優
し
い
里
山
農
園
』を
コ
ン
セ
プ
ト
に

自
然
が
持
つ
力
を
活
か
し
、

様
々
な
生
き
も
の
が
共
生
す
る
多
様
性
豊
か
な

誰
も
が
親
し
め
る
農
業
公
園
を
目
指
し
て
い
る
。

世田谷区
みどり 33推進担当部公園緑地課

一般財団法人
世田谷トラストまちづくり

事業主体

世田谷区
社会福祉協議会

農業指導アドバイザー
（オーガニックガーデナー）

社協
利用者

車いす
利用者

介護
事業者外国人

主婦

高齢者子ども 子育て
世代

多様な参加者

トラまち
生きものアドバイザー
(体験プログラム協力)

区立玉川台二丁目
五郎様の森緑地
(腐葉土提供 )

旧竹山市民緑地
(竹材提供 )

東京建築士会
世田谷支部

(レイズドベッド設計 )

東京大学馬術部
(馬糞堆肥提供 )

園芸事業者
(チューリップ球根提供 )

支援・推進体制

指導
助言

周知
協力

参加呼びかけ

委託

レイズドベッド間伐材
資材＆技術( )

●東京農業大学
　農山村支援センター
●島根県木材事業者ほか

トラまちによる推進体制ネットワーク 農業指導アドバイザーによる
推進体制ネットワーク

トラスト
ボラン
ティア

人
に
も

人
に
も

生
き
も
の
に
も
優
し
い

生
き
も
の
に
も
優
し
い

里
山
農
園

里
山
農
園

人にも生きものにも優しい里山農園ネットワーク図
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黒板

水道
倉庫

落
ち
葉
溜
め

レ
イ
ズ
ド
ベ
ッ
ド

園名板

ハーブガーデン

パーゴラ

入口

チャノキゾーン

コナラ・クヌギの
雑木林ゾーン

在来ハーブガーデン
（ヨモギ・和ハッカ・
 ドクダミなど）

四季折々の花ゾーン
（チューリップ・コスモス・
  マリーゴールドなど）

シェードガーデン
（ギボウシ中心）

無肥料の畑

有機肥料の畑
（馬糞堆肥など）

クローバーの草地

フェンス

勾
玉
型
の
畝

N

　

次
大
夫
堀
公
園
の
東
端
に
位
置
す
る
こ

の
農
園
は
、
小
さ
な
入
り
口
で
四
方
を
フ
ェ

ン
ス
に
囲
ま
れ
た
、
人
が
少
し
入
り
に
く
い

場
所
だ
っ
た
。

　

中
に
入
る
と
園
路
は
除
草
シ
ー
ト
に
覆

わ
れ
、
畑
部
分
は
踏
み
固
め
ら
れ
た
土
に
ス

ギ
ナ
が
生
え
て
い
る
状
態
だ
っ
た
。
そ
ん
な

こ
の
地
を
入
り
や
す
く
賑
や
か
で
親
し
み
が

わ
く
農
園
に
し
よ
う
と
、
住
民
参
加
で
試

行
錯
誤
し
な
が
ら
様
々
な
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
企
画
し
参
加
者
を
募
っ
た
。

　　

２
０
１
９
年
７
月
３
日
の
オ
ー
プ
ン
当
日

に
開
催
し
た
農
園
体
験
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
プ
ロ

グ
ラ
ム
『
土
と
あ
そ
ぶ
、土
を
耕
す
』
で
は
、

子
ど
も
や
近
隣
住
民
の
方
た
ち
を
は
じ
め
、

　

５
０
０
㎡
と
い
う
程
よ
い
規
模
で
、
参
加

者
の
面
々
が
見
渡
せ
る
農
園
に
は
、
勾ま
が

玉た
ま

型

の
丸
み
を
帯
び
た
畝う
ね

が
あ
ち
こ
ち
に
広
が
っ

て
い
る
。
本
来
、
畝
は
南
北
あ
る
い
は
東
西

に
切
って
、
間
隔
は
平
行
に
す
る
も
の
だ
が
、

こ
こ
の
畝
は
並
び
も
形
も
様
々
で
ユ
ニ
ー
ク

で
、
眺
め
る
だ
け
で
も
ほ
の
ぼ
の
と
楽
し
い
。

　

農
園
内
の
植
栽
や
農
業
指
導
を
担
う

オ
ー
ガ
ニッ
ク
ガ
ー
デ
ナ
ー
の
松
下
美
香
氏
は

「
農
園
の
コ
ン
セ
プ
ト
『
人
に
も
生
き
も
の

に
も
優
し
い
』
に
ち
な
ん
で
畝
も
優
し
く
楽

し
い
形
に
デ
ザ
イ
ン
し
ま
し
た
。
畝
幅
も
両

側
か
ら
子
ど
も
が
手
の
届
く
寸
法
に
、
ま

た
畝
と
畝
の
間
は
、
子
ど
も
と
手
を
つ
な
い

で
歩
け
る
幅
に
計
算
し
た
ん
で
す
」

　

こ
こ
で
は
、
畑
は
２
区
画
に
分
け
て
同

じ
も
の
を
植
え
て
い
る
。
東
側
は
無
肥
料
、

西
側
は
馬
糞
堆
肥
な
ど
有
機
肥
料
で
栽
培

し
、
各
々
の
区
画
で
野
菜
の
生
育
状
態
や
虫

の
付
き
具
合
を
実
験
的
に
比
較
で
き
る
よ

う
に
し
て
い
る
の
だ
。
有
機
肥
料
区
画
で
使

用
す
る
馬
糞
堆
肥
は
、
東
京
大
学
馬
術
部

か
ら
入
手
し
て
混
ぜ
て
い
る
。

　

こ
の
里
山
農
園
の
テ
ー
マ
『
優
し
い
』
は

土
壌
や
生
き
も
の
に
対
し
て
も
言
え
て
、

農
薬
や
化
学
肥
料
を
使
わ
な
い
こ
と
で
、
生

物
多
様
性
が
豊
か
な
農
園
を
目
指
し
て
い

る
。

　

小
松
菜
な
ど
ア
ブ
ラ
ナ
科
の
野
菜
に
、
春

菊
な
ど
キ
ク
科
の
野
菜
を
混
植
す
れ
ば
、

害
虫
防
除
に
な
る
。
ま
た
、
通
常
は
す
べ

て
抜
い
て
し
ま
う
雑
草
も
、
背
の
高
い
も
の

は
除
草
し
つつ
、
背
の
低
い
も
の
は
抜
い
て
も

そ
の
場
に
残
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
土
壌
菌

を
紫
外
線
か
ら
守
り
土
の
乾
燥
を
防
ぐ
の

と
同
時
に
、
様
々
な
生
き
も
の
へ
の
住す
み

処か

を

提
供
し
て
い
る
の
だ
。
こ
う
し
た
知
恵
も
農

園
の
『
優
し
さ
』
を
支
え
て
い
る
。

障
害
の
あ
る
方
、
土
を
触
り
た
い
方
、
虫

を
好
き
な
方
な
ど
、
様
々
な
参
加
者
が
集

ま
り
、
タ
ネ
だ
ん
ご
づ
く
り
や
土
づ
く
り
な

ど
を
楽
し
ん
だ
。

　

そ
の
後
は
月
に
１
回
、
第
４
水
曜
日
に
定

例
活
動
を
実
施
。
除
草
や
種
ま
き
な
ど
の

畑
作
業
だ
け
で
な
く
、
参
加
者
た
ち
の
手

作
り
に
よ
る
園
内
の
環
境
整
備
や
「
車
い

す
を
利
用
す
る
参
加
者
で
も
土
に
触
れ
ら

れ
る
畑
が
あ
る
と
い
い
ね
」
と
い
う
声
か
ら

生
ま
れ
た
レ
イ
ズ
ド
ベッ
ド
の
検
討
、
収
穫

し
た
野
菜
を
使
っ
た
ラ
ン
チ
会
な
ど
も
。
こ

う
し
た
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
定
例
活
動
を
通

じ
て
、
農
園
の
環
境
整
備
も
含
め
、
参
加

者
み
ん
な
で
居
心
地
の
良
い
空
間
づ
く
り
を

行
って
き
た
。

里山農園のアドバイザーを務める
オーガニックガーデナーの松下さん

2019年春 スギナを刈った開園前の里山農園の様子2020年夏の里山農園の様子

初回体験プログラムの広報チラシ

参
加
者
と
と
も
に
取
り
組
む
手
づ
く
り
の
農
園
整
備

2019 年 7 月 3 日
農園体験プログラム「土とあそぶ、土を耕す」

2019 年 10 月～（現在進行中）
「レイズドベッドづくり」

2019 年 9 月 7 日
農園体験プログラム「水まわりをデコレーション」

2020 年 7 月 18 日
「身近なものから環境浄化資材“えひめ A

あい
I-2

に
”をつくろう」

公園として四季の草花を楽しめるように、
また、蜜蜂を呼び寄せ作物の受粉もして
もらうため、農園内の畑以外にも積極的
に活用し、花やハーブを植えている。

2019 年 冬野菜の収穫後、参加者みんな
でとん汁をつくり味わう。

勾玉型の丸みを帯びた畝。２区画に分けた
畑はどちらも無農薬、無化学肥料。

農園の入り口にある黒板は、日々の活
動の様子を通りすがりの人にも伝え、
参加を促すためのしかけでもある。

手作りしたミニ木枠にペイントし、園名板の支柱と水栓に飾り付けをし、
エントランスの賑やかさを演出。農園に入りやすい雰囲気になった。
プログラム協力：東京建築士会世田谷支部

畑の土づくりのほか、クローバー・ハーブの種などを混ぜたタネだんご
をつくり、エントランス近くの裸地に蒔いた。何もなかった裸地がクロー
バーの草地に。

えひめ AI-2 とは愛媛県工業技術センターが開発した納豆やヨーグルト
等 の食品に含まれる菌を利用して土着の微生物を活性化し、水質などの
環境をきれいにする環境浄化微生物資材。里山農園では土壌改良に使用。
生ゴミや排水口のニオイ取りやヌメリ取りに使える。

レイズドベッドとは、腰が曲げづらい方、車いすの方などのために床面
を高くした花壇、畑。里山農園では薬剤を使用せず高温の窒素加熱によ
り約 20 年は腐らないよう加工処理した島根県の間伐材が使われている。
制作協力：東京建築士会世田谷支部
　　　　　東京農業大学農山村支援センター、島根県木材事業者ほか

BeforeAfter
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みなさ〜ん
ご説明しま〜す

ここ
に

４つ
ぶ

ソラマメ

　

２
０
２
０
年
10
月
の
定
例
活
動
日
に
は

二
十
余
名
が
集
ま
り
、
収
穫
か
ら
除
草
、

土
づ
く
り
、
秋
冬
野
菜
の
種
蒔ま

き
な
ど
に

汗
を
流
し
た
。

　

こ
の
日
の
収
穫
は
、
ナ
ス
や
落
花
生
、
ズ
ッ

キ
ー
ニ
な
ど
で
、
お
馴
染
み
の
落
花
生
が
殻

ご
と
土
中
か
ら
現
れ
る
と
、
参
加
者
た
ち

か
ら
驚
き
の
声
が
上
が
っ
た
。

「
落
花
生
が
こ
ん
な
ふ
う
に
で
き
る
な
ん
て

知
ら
な
か
っ
た
！
」

　

既
に
収
穫
を
終
え
て
い
た
が
、バ
タ
ー
ナ
ッ

ツ
カ
ボ
チ
ャ
に
使
わ
れ
た
籠
も
こ
の
日
に
撤

去
。
匍ほ

匐ふ
く

す
る
カ
ボ
チ
ャ
の
蔓つ
る

を
立
体
に
這は

わ
せ
て
栽
培
す
る
た
め
の
籠
で
、
こ
こ
に
は

農
園
の
面
積
（
地
上
を
這
わ
せ
る
ス
ペ
ー
ス

は
な
い
）
に
応
じ
た
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。

竹
で
し
っ
か
り
組
ま
れ
た
籠
を
解
体
す
る
の

は
、緑
地
保
全
活
動
の
ト
ラ
ス
ト
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
で
も
あ
る
頼
も
し
い
男
性
だ
。
農
園
で

使
わ
れ
る
こ
う
し
た
竹
も
、
近
く
の
旧
竹

山
市
民
緑
地
（
喜
多
見
５-

21
遊
び
場
内
）

で
間
伐
さ
れ
た
竹
材
を
利
用
し
て
い
る
の
で

無
駄
が
な
い
。

　
『
だ
れ
で
も
参
加
し
て
楽
し
め
る
』
と
い

う
謳う
た
い
文
句
の
と
お
り
、
こ
の
日
も
赤
ち
ゃ

ん
を
負
ぶ
っ
た
り
手
を
引
い
た
り
、
子
連
れ

の
お
母
さ
ん
た
ち
か
ら
、
ご
近
所
に
お
住
ま

い
の
ご
婦
人
方
、
リ
タ
イ
ア
後
を
楽
し
む
男

「
自
分
で
栽
培
し
た
も
の
を
食
べ
ら
れ
る
の

が
醍
醐
味
」
と
、
里
山
農
園
メ
ン
バ
ー
専
用

Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
上
げ
た
料
理
の
写
真
を
う
れ
し

そ
う
に
見
せ
て
く
れ
た
。

　

Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
グ
ル
ー
プ
で
農
園
の
状
況
を
共

有
す
る
の
も
今
風
。
活
動
日
に
出
か
け
な
く

て
も
農
園
の
様
子
が
見
ら
れ
る
の
だ
。
開
花

の
瞬
間
を
撮
っ
て
写
真
を
送
っ
て
く
れ
る
人

も
い
れ
ば
、
台
風
一
過
の
翌
朝
一
番
で
「
農

園
、
異
常
な
し
」
と
一
報
を
く
れ
る
人
も

い
る
。
強
風
で
倒
れ
そ
う
な
枝
に
支
柱
を

添
わ
せ
て
く
れ
る
心
配
り
な
ど
、
い
つ
も
だ

れ
か
が
見
回
って
い
る
か
ら
活
動
日
は
３
６
５

日
と
言
って
も
い
い
ほ
ど
。
早
く
も
み
ん
な
の

居
場
所
と
な
って
い
る
。

　

家
庭
菜
園
を
続
け
る
一
方
で
、
農
園
の

活
動
に
も
参
加
す
る
農
作
業
ベ
テ
ラ
ン
級
の

男
性
。
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
が
い
る
活
動
は
、
新

し
い
情
報
に
触
れ
ら
れ
る
の
で
欠
か
さ
ず
参

加
し
て
い
る
。
以
前
土
壌
改
良
に
つ
い
て
学

ん
だ
と
き
、
な
ぜ
そ
う
な
の
か
の
根
拠
も
説

明
し
て
も
ら
え
、
た
い
そ
う
役
に
立
っ
た
と

い
う
。
松
下
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
も
こ
の
点
は
意

識
的
に
指
導
し
て
い
て
、
ビ
ギ
ナ
ー
か
ら
ベ
テ

ラ
ン
ま
で
が
満
足
で
き
る
よ
う
気
を
配
っ
て

い
る
そ
う
だ
。

「
子
ど
も
に
土
の
上
を
歩
か
せ
た
い
し
、
虫

も
見
せ
た
い
」
と
語
る
の
は
一
歳
の
子
ど
も

を
お
ん
ぶ
し
て
作
業
す
る
お
母
さ
ん
。

　

子
ど
も
の
頃
、
北
海
道
の
祖
父
母
と
一

性
た
ち
や
若
者
ま
で
と
、
多
様
な
世
代
が

集
っ
た
。

　

ま
た
、
車
い
す
で
参
加
の
方
も
、
レ
イ
ズ

ド
ベッ
ド
で
栽
培
さ
れ
た
ニ
ン
ジ
ン
を
収
穫
。

農
作
業
が
好
き
で
も
、
車
い
す
の
ま
ま
で
は

地
面
に
手
が
届
か
ず
難
し
い
が
、
レ
イ
ズ
ド

ベッ
ド
が
あ
れ
ば
、
種
蒔
き
も
収
穫
も
ぐ
っ

と
楽
に
で
き
る
の
で
助
か
る
と
の
こ
と
。

　

ほ
か
の
参
加
者
の
声
も
聞
い
て
み
よ
う
。

　

近
所
の
お
友
達
を
誘
っ
て
参
加
し
て
い
る

主
婦
た
ち
は
、
活
動
の
楽
し
み
は
何
よ
り

収
穫
物
を
味
わ
え
る
こ
と
だ
と
口
を
そ
ろ

え
る
。
夏
の
暑
さ
や
蚊
に
く
わ
れ
る
こ
と
な

ど
苦
労
も
多
い
が
、
食
べ
頃
も
推
し
量
り
な

が
ら
の
収
穫
は
、
貴
重
な
体
験
だ
そ
う
だ
。

　

退
職
後
に
は
地
域
と
の
コ
ミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
不
足
に
陥
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
う
し
て

体
を
動
か
せ
る
場
が
あ
る
の
は
あ
り
が
た

い
、
と
言
う
の
は
お
と
な
り
の
成
城
地
区
か

ら
来
て
い
る
男
性
。
活
動
日
に
学
ん
だ
と
お

り
、
自
宅
で
も
プ
ラ
ン
タ
ー
に
種
を
蒔
い
て

み
た
が
う
ま
く
育
た
ず
、
今
は
も
っ
ぱ
ら
農

園
で
の
活
動
に
身
を
入
れ
て
い
る
と
い
う
。

　

農
園
の
活
動
で
土
づ
く
り
か
ら
種
蒔
き
・

生
育
観
察
・
収
穫
を
経
て
、
自
宅
で
自
ら

調
理
し
味
わ
う
と
こ
ろ
ま
で
『
フ
ル
コ
ー
ス
』

で
楽
し
ん
で
い
る
男
性
は
、

緒
に
畑
を
耕
し
た
経
験
が
楽
し
く
、
ト
ウ
モ

ロ
コ
シ
な
ど
作
物
が
で
き
た
と
き
の
気
分
は

格
別
で
、
自
分
も
農
作
業
が
性
に
合
う
と

そ
の
と
き
に
気
づ
い
た
と
い
う
。
畑
の
楽
し

さ
を
味
わ
せ
た
く
て
コ
ロ
ナ
禍
の
自
粛
期
間

中
も
子
ど
も
を
連
れ
て
せ
っ
せ
と
通
っ
た
そ

う
だ
。

「
こ
こ
は
草
花
を
摘
ん
で
も
い
い
し
、
で
き
た

実
を
採
っ
て
も
い
い
。
子
ど
も
も
大
人
も
楽

し
め
る
、
あ
り
が
た
い
農
園
で
す
」

　

た
し
か
に
こ
こ
で
は
、
定
例
活
動
に
参
加

し
て
い
る
人
は
、
畑
の
手
入
れ
の
一
環
と
し

て
野
菜
を
収
穫
し
て
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
八
百
屋
さ
ん
や
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で

し
か
見
か
け
な
い
野
菜
が
、
農
園
で
は
実
際

に
目
の
前
に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
子
ど
も

た
ち
に
は
新
鮮
な
驚
き
に
違
い
な
い
。
野
菜

は
こ
う
し
て
育
て
ら
れ
る
の
だ
と
身
を
も
っ

て
知
る
、
ま
た
と
な
い
食
育
体
験
に
も
な
っ

て
い
る
の
だ
。

様
々
な
参
加
者
た
ち
が
集
う
里
山
農
園
定
例
活
動
日
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次大夫堀公園前

旧竹山市民緑地
喜多見 5-21 遊び場

野

川

次大夫堀公園

次大夫堀公園

次大夫堀公園内
里山農園

喜多見
まちづくりセンター

歩道橋

次大夫堀公園前

次大夫堀公園
駐車場

二子玉川駅

成城学園前駅

多
摩
堤
通
り

→

→

P

入口

N

　
園
芸
療
法
の
本
質
は
、「
育
て
る
」
こ
と
と
「
狩
る
」
こ
と
で
あ
る
。
植
物

を
育
て
る
こ
と
は
、
大
変
で
は
あ
る
が
、
そ
の
成
長
を
楽
し
み
に
待
つ
こ
と

で
、
生
き
が
い
や
、
や
る
気
の
向
上
に
結
び
つ
く
行
為
で
あ
る
。
ま
た
、
植
物

を
狩
る
（
収
穫
す
る
）
こ
と
は
、
充
実
感
や
満
足
感
に
繋
が
り
、
人
の
幸
福
度

を
向
上
さ
せ
る
行
為
で
あ
る
。
例
え
ば
、
イ
チ
ゴ
や
ブ
ド
ウ
な
ど
、
店
舗
で
購

入
す
る
よ
り
も
高
い
金
額
を
支
払
っ
て
わ
ざ
わ
ざ
イ
チ
ゴ
狩
り
や
ブ
ド
ウ
狩
り

と
い
っ
た
味
覚
狩
り
に
行
く
こ
と
か
ら
も
、
人
は
こ
の
「
狩
る
」
と
い
う
行
為

を
求
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
よ
っ
て
、
普
段
の
生
活
の
中
に
も
植
物
を
「
育

て
る
」「
狩
る
」
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
幸
福
度
が
増
し
、
Q
O
L

　
　

の
向
上
や
心

身
の
健
康
に
も
繋
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
都
心
部
で
は
集
合
住
宅
が

多
く
、
個
人
の
庭
な
ど
個
人
が
自
由
に
関
わ
れ
る
場
所
が
な
い
人
も
多
い
。
そ

こ
で
私
は
、
4
年
前
に
、
誰
で
も
『
摘
ん
で
良
い
花
壇
』
を
公
園
に
設
置
す
る

こ
と
を
提
案
し
た
。

　
千
葉
市
花
見
川
区
に
あ
る
花
園
公
園
は
、
地
域
住
民
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成

の
場
と
し
て
積
極
的
な
利
用
が
期
待
さ
れ
て
い
た
が
、
実
際
の
利
用
は
少
な
く
、

関
心
の
低
さ
か
ら
、
ゴ
ミ
の
不
法
投
棄
も
発
生
し
、
住
民
の
公
園
に
対
す
る
意

識
向
上
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
状
況
を
改
善
す
る
た
め
に
、
地
域
住
民
が

公
園
と
積
極
的
に
関
わ
る
仕
掛
け
と
し
て
『
摘
ん
で
良
い
花
壇
』
を
設
置
し
た
。

花
壇
は
、
誰
も
が
簡
単
に
作
業
で
き
る
「
レ
イ
ズ
ド
ベ
ッ
ド
」
と
し
、
摘
ん
で

香
り
を
楽
し
む
こ
と
や
、
ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
と
し
て
も
使
え
る
ハ
ー
ブ
を
植
栽
し

た
。
レ
イ
ズ
ド
ベ
ッ
ド
に
は
【
見
て
、
触
れ
て
、
香
り
を
楽
し
ん
で
く
だ
さ
い
。

気
に
な
っ
た
ら
、
少
し
つ
ん
で
よ
い
で
す
よ
】
と
書
い
た
看
板
も
設
置
し
た
。

す
る
と
、
こ
れ
ま
で
公
園
に
関
心
の
無
か
っ
た
地
域
の
人
々
が
ハ
ー
ブ
を
触
り

に
来
る
光
景
が
み
ら
れ
、
さ
ら
に
は
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
高
齢
者
や
、
学
校
帰
り

の
子
供
た
ち
が
水
や
り
を
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
個
々
が
勝
手
に
灌

水
し
て
い
た
た
め
、
ハ
ー
ブ
の
生
育
状
態
が
悪
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
ま

で
、
公
園
の
植
物
が
枯
れ
て
も
素
通
り
し
て
い
た
住
民
が
、
自
分
た
ち
が
関
わ
っ

た
こ
と
か
ら
公
園
に
愛
着
が
生
ま
れ
、
ど
う
す
れ
ば
枯
れ
な
い
か
と
住
民
同
士

で
相
談
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
こ
の
公
園
は
現
代
社
会

で
は
関
わ
り
が
希
薄
な
地
域
住
民
同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
な
り
、

区
の
地
域
活
性
化
支
援
事
業
に
認
定
さ
れ
、
現
在
も
活
動
が
続
い
て
い
る
。
　 

　
　
　
　

地
域
資
源
で
あ
る
「
緑
」
と
関
わ
る
こ
と
に
よ
る

地
域
資
源
で
あ
る
「
緑
」
と
関
わ
る
こ
と
に
よ
る

新
し
い
地
域
ケ
ア
の
か
た
ち

新
し
い
地
域
ケ
ア
の
か
た
ち

岩岩い
わ
い
わ

　　
崎崎さ

き
さ
き

　
　
　
　
寛寛

ゆ
た
か

ゆ
た
か

注 )　QOL：「 Quality of Life（クオリティ・オブ・ライフ） 」の略称で、
　　 直訳すると「生活の質」となるが、人が人間らしく満足して生活しているか、自分らしい生活が送れているかを表す概念として使われる。

岩崎 寛（いわさき　ゆたか）

千葉大学大学院園芸学研究科
環境健康学領域　准教授。
岡山大学大学院自然科学研究科修了博士

（農学）。
日本園芸療法学会認定上級園芸療法士。
1968 年京都市生まれ。
専門は緑地福祉学、環境健康学。園芸療法
やアロマセラピーなどの「植物の療法的効果」
や、病院緑化など「医療福祉施設の緑化」、
地域住民の健康に寄与する「緑を活用した
地域ケア」などに関する研究を行っている。
日本園芸療法学会、日本緑化工学会、日本
ガーデンセラピー協会の理事を務める。
NHK テキスト「趣味の園芸」にて 2021 年
3 月号まで「心と体にやさしい園芸療法」を
連載。

　
世
田
谷
区
の
次
大
夫
堀
公
園
内
里
山
農
園
も
、
多
く
の
地
域
住
民
が
、
気
軽

に
植
物
と
関
わ
る
こ
と
が
出
来
る
場
や
機
会
を
提
供
し
て
い
る
。
厚
生
労
働
省

は
、
20
年
後
ま
で
に
健
康
先
進
国
を
目
指
す
「
保
健
医
療
2
0
3
5
」
と
い
う

指
針
を
2
0
1
5
年
に
出
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
20
年
後
へ
の
パ
ラ
ダ
イ

ム
シ
フ
ト
と
し
て
「【
病
院
で
の
治
療
】

か
ら
、【
地
域
で
の
ケ
ア
】
へ
」
と
示

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
か
ら
は

地
域
資
源
を
上
手
く
活
用
し
、
地
域
住

民
の
健
康
・
福
祉
を
展
開
し
て
い
く
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
次
大
夫
堀
公

園
内
里
山
農
園
に
お
け
る
取
り
組
み
が
、

健
康
先
進
国
を
目
指
す
我
が
国
の
「
地

域
ケ
ア
実
践
モ
デ
ル
」
と
し
て
、
さ
ら

に
発
展
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

〔開園時間〕 午前8時30分から午後5時まで
〔休 園 日〕 年末年始（12月29日～1月3日）
　　　　　 ※園内管理のため、臨時休園する場合があります。

〔所 在 地〕 世田谷区喜多見5-5
〔アクセス〕

▶小田急線「成城学園前」駅下車 徒歩20分
▶小田急バス・東急バス

成城学園前駅西口⇨『玉07』⇦二子玉川駅
「次大夫堀公園前」バス停から徒歩3分

▶小田急バス
狛江駅北口⇨『玉08』⇦二子玉川駅
「次大夫堀公園前」バス停から徒歩3分

「
ト
ラ
ま
ち
さ
ん
か
ら
『
人
に
も
生
き
も
の

に
も
優
し
い
』
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
を
提
案

し
て
も
ら
っ
た
と
き
、
う
ん
、
こ
れ
だ
。
と

ス
ト
ン
と
腑
に
落
ち
た
ん
で
す
。
と
て
も
良

か
っ
た
。」
と
話
す
の
は
区
の
公
園
緑
地
課

担
当
者
。

「
レ
イ
ズ
ド
ベッ
ド
の
制
作
協
力
と
い
い
、
竹

籠
の
竹
や
馬
糞
の
調
達
と
い
い
、
あ
ち
ら
こ

ち
ら
と
の
連
携
が
う
ま
く
いって
い
る
の
も
、

ト
ラ
ま
ち
さ
ん
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
お
か
げ
で

す
ね
。」

　

建
築
士
、
農
業
指
導
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
は

じ
め
、
介
護
事
業
者
や
地
域
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
、
様
々
な
つ
な
が
り
を
持

つ
ト
ラ
ま
ち
の
強
み
が
発
揮
さ
れ
た
の
だ
と

い
う
。

「
区
と
し
て
は
、
今
後
も
『
人
に
も
生
き
も

の
に
も
優
し
い
』
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
に
合

う
企
画
を
ど
ん
ど
ん
進
め
て
も
ら
い
た
い
と

思
い
ま
す
。」

　

開
園
か
ら
１
年
余
り
の
現
在
、
当
初
数

人
だ
っ
た
活
動
日
の
参
加
者
は
毎
回
二
十
数

人
ま
で
増
え
、
農
園
の
認
知
度
も
少
し
ず

つ
高
ま
り
、
楽
し
む
区
民
も
増
え
て
い
る
。

今
後
は
ど
の
よ
う
な
展
開
が
期
待
で
き
る
の

だ
ろ
う
。
里
山
農
園
の
担
当
者
は
、

「
コ
ロ
ナ
の
状
況
を
見
極
め
つつ
、
近
く
の
高

齢
者
施
設
、
障
害
者
施
設
、
保
育
園
な
ど

に
も
周
知
し
て
、
日
常
的
に
訪
れ
て
も
っ
と

楽
し
ん
で
も
ら
い
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、生
き
も
の
の
多
様
性
を
高
め
る
た
め
、

体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
、
近
所
の
人
や
子

ど
も
た
ち
と
一
緒
に
水
辺
ビ
オ
ト
ー
プ
づ
く

り
や
イ
ン
セ
ク
ト
ホ
テ
ル
（
昆
虫
の
住す
み
か処
）

づ
く
り
も
計
画
中
で
す
。」
と
、
さ
ら
な
る

意
欲
を
見
せ
る
。

　

参
加
す
る
動
機
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
い
い
。

な
に
も
な
い
状
態
か
ら
始
ま
っ
た
里
山
農
園

で
の
活
動
の
中
で
、
様
々
な
人
が
出
会
い
、

笑
い
、
と
も
に
汗
を
流
す
こ
と
で
、
一
人
ひ

と
り
に
と
っ
て
居
心
地
の
い
い
、
か
け
が
え
の

な
い
居
場
所
に
な
って
いって
ほ
し
い
。

里
山
農
園
の
こ
れ
か
ら
…

世田谷区立次大夫堀公園内里山農園

《定例活動》
毎月第４水曜日　午前９時３０分～１１時３０分

主に畑の手入れを中心として、タネまき、苗の定植ほか、土づくり、
除草、水やりのほか、居心地のいい空間づくりを行う。

《農園体験プログラム》
原則、土日開催　年間２～３回を予定。

地域に広く声掛けを行い、普段、定例活動に参加できない人にも
農園の楽しさを味わってもらうプログラム。

活動に参加希望の方は、事前にお問合せください。
問合せ先　（一財）世田谷トラストまちづくり　トラストみどり課　☎03-6379-1624

（注）

広さ約500㎡の
小さな農園です

花見川区 花園公園のレイズドベッド
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西福寺

区立松沢小学校

下高井戸駅前市場

日大
通り

豪徳寺

尾崎行雄
ゆかりの洋館

世田谷
城阯公園

宮の坂駅

山下駅

下高井戸駅

経堂駅

豪徳寺駅

松原駅

東
急
世
田
谷
線

小田急小
田原線

京王線

区立
緑丘中学校

六所神社

善性寺

日本大学
文理学部

日大櫻丘高校

早苗保育園

宮坂区民センター

世田谷八幡宮

旧六所神社前駅

旧七軒町駅

西
福
寺
通
り

赤松通り

赤堤通り

ユリ
の木
通り

旧宮ノ坂駅

旧豪徳寺前駅

城山通り

赤松公園

北沢川緑道

烏
山
川
緑
道

松原の菅原神社

世田谷線（玉電）が走る

日大文理学部の桜

北沢川緑道
ユリの木公園

招き猫の
豪徳寺奉納相撲の世田谷八幡

世田谷城阯公園

桜上水「江戸城御囲い松」の兄弟松

古道・瀧坂道

歩いて楽しい
北沢川緑道
（豪徳寺一丁目）

緑丘中学校・校庭の大ケヤキ

豪徳寺参道の
松並木

ケヤキ

N

0 100 500m

（吉良氏の舘）

（詰城）

0 100m

世田谷線

宮の坂駅
　　世田谷城阯公園
　　豪徳寺
　　尾崎行雄ゆかりの洋館
　　豪徳寺駅
　　西福寺
　　区立松沢小学校
　　下高井戸駅前市場
下高井戸駅

豪徳寺駅の招き猫像

区立松沢小学校

世田谷城阯公園

下高井戸駅前市場

六所神社

西福寺

ふるさと納税方式で補修された
宮の坂駅の元玉電デハ104号

A

C

B

豪徳寺

　世田谷城の城域は現在の世田谷城阯公園にとどまらず、現在の豪徳寺の辺りまで広がって
いた。今では住宅地としての開発が進み明確な範囲は不明だが、発掘調査などから最大範囲
は、豪徳寺、世田谷城阯公園、周辺の住宅地をも含むと推定されている。
　地形で言えば、世田谷城は豪徳寺付近から南に突き出した舌状台地の上に築かれていて、
その南端が城阯公園の城山通り沿いの入り口。城山通りのさらに南側には目黒川の支流であ
る烏山川が流れ、舌状台地の東端へと大きく蛇行する形で囲み、天然の堀をなしていたとさ
れる（現在の烏山川緑道）。
　世田谷城の郭については、右図に示すように八ヶ所以上あったと考えられている。たとえ
ば豪徳寺山門（B）を背にして左手の塀の向こうに見える土手（C）も、かつて郭を構成し
た土塁の現存する一部である。そして複雑に展開した土塁・堀で構成された郭周辺部は非常
時の「詰

つめ
城
しろ
」、北側の豪徳寺部分を「吉良氏の舘

やかた
」と推定し、この二つが一体となって「世

田谷城」を構成していると考えられている。
　ちなみに、城の北側には江戸時代初期まで重要な往還であった瀧坂道（本文参照）が走っ
ているが、この瀧坂道は江戸から現在の豪徳寺一丁目に達したところで城域に対応するよう
に大きく鍵の手に曲がっている。またこの範囲内でS字カーブがふたつ設えられているのは、
世田谷城の防衛を目的とし吉良氏によって整備されたものだといわれている。さらに城域の
東には、鎌倉街道の中道に当たる道が今でも走っていて瀧坂道とも交差することから、世田
谷城周辺が当時の交通の要衝であった様子も目に見えるようだ。

　

世
田
谷
の
町
並
み
を
眺
め
な
が

ら
、の
ど
か
に
走
る
東
急
世
田
谷

線
に
揺
ら
れ
、宮
の
坂
駅

（※）
で
降
り

る
。今
回
の
散
歩
は
世
田
谷
線
の

ち
ょ
う
ど
真
ん
中
辺
り
に
位
置
す

る
こ
の
駅
を
始
点
に
、世
田
谷
線
の

線
路
に
沿
っ
た
り
離
れ
た
り
し
な

が
ら
、京
王
線
側
の
終
点
・
下
高
井

戸
を
目
指
す
小
さ
な
旅
だ
。

　

最
初
の
目
的
地
は
、駅
の
す
ぐ
目

の
前
を
走
る
城
山
通
り
を
東
に
４

〜
５
分
ほ
ど
歩
い
た
世
田
谷
城
阯

公
園

（※）
。散
歩
の
出
発
点
に
設
定
し

た
駅
周
辺
だ
け
で
も〝
記
憶
の
寄

り
道
〟を
楽
し
め
て
し
ま
う
の
が
、

世
田
谷
散
歩
の
侮
れ
な
い
と
こ
ろ
。

た
と
え
ば
、駅
前
の
広
場
に
は
も

と
も
と
１
９
２
５
年（
大
正
14
年
）

に
玉
川
電
気
鉄
道
45
号
と
し
て
製

造
さ
れ
、廃
車
後
は
江
ノ
電
で
も
活

躍
し
た
車
両
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、こ
の
駅
は
お
よ
そ
80
年
前
に

旧
宮
ノ
坂
駅
と
旧
豪
徳
寺
前
駅
が

統
合
し
て
で
き
た
と
い
う(

地
図
参

照)

。と
も
に
世
田
谷
線
の
歴
史
の

証
言
者
で
あ
り
、こ
こ
だ
け
で
百
年

に
及
ぶ
世
田
谷
線
の
歴
史
の
一
部

に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
て
し
ま
う
。

　

全
長
５
km
と
路
線
距
離
こ
そ
短

い
世
田
谷
線
だ
が
、開
業
以
来
、百

年
近
い
歴
史
が
あ
る
だ
け
に
、そ
こ

に
は
様
々
な
記
憶
が
あ
る
。特
に

宮
の
坂
駅
は
、千
年
近
い
歴
史
を
持

つ
世
田
谷
八
幡
宮
や
、こ
れ
か
ら
訪

れ
る
世
田
谷
城
阯
公
園
と
豪
徳
寺

が
近
い
だ
け
に
、重
層
的
な
時
間
を

格
別
に
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
駅

な
の
だ
。

　

さ
て
世
田
谷
城
阯
公
園
。
読
ん
で

字
の
如
く
、
か
つ
て
室
町
時
代
に
こ

の
地
に
築
城
さ
れ
た
世
田
谷
城
の
跡

地
を
整
備
し
た
公
園
だ
が
、
園
内
の

す
べ
て
の
道
を
歩
い
て
み
て
も
五
分

程
度
で
踏
破
し
て
し
ま
う
、
小
ぢ
ん

ま
り
と
し
た
佇
ま
い
に
拍
子
抜
け
す

る
か
も
し
れ
な
い
。

　

だ
が
、
世
田
谷
城
は
土
塁
（
盛
土

に
よ
る
堤
防
状
の
防
壁
）
で
築
か
れ

た
城
郭
で
あ
っ
た
。
そ
う
と
知
っ
て

公
園
の
中
心
辺
り
（
左
図
A
）
ま
で

登
っ
て
周
囲
を
見
回
し
て
み
る
と
、

北
の
ほ
う
の
フ
ェ
ン
ス
の
向
こ
う
側

に
も
、
延
々
と
土
塁
が
続
い
て
い
る

の
が
見
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
小

さ
な
公
園
だ
け
が
世
田
谷
城
で
は
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
土
塁

の
様
子
か
ら
見
え
て
く
る
。

　

世
田
谷
城
阯
公
園
か
ら
次
の
目
的

地
で
あ
る
豪
徳
寺
ま
で
歩
く
中
で
、

か
つ
て
の
世
田
谷
城
の
姿
を
想
像
で

き
る
遺
構
の
い
く
つ
か
は
、
遠
く
か

ら
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
コ
ラ
ム

を
ご
参
照
い
た
だ
き
、
そ
ん
な
想
像

を
め
ぐ
ら
せ
な
が
ら
豪
徳
寺
を
目
指

し
て
み
よ
う
。
な
お
、
有
志
団
体

「
世
田
谷
城
跡
保
存
会
」
が
城
跡
全

体
の
保
護
と
復
元
の
た
め
啓
蒙
活
動

に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

豪
徳
寺
も
か
つ
て
は
世
田
谷
城
の

主
要
部
で
あ
り
、
様
々
な
歴
史
を
持

つ
寺
だ
が
、
現
在
で
は
彦
根
藩
主
・

第19回

せ た が や 散 歩 日 和

世田谷線百年の歴史を軸に
世田谷城から赤堤、松沢にかけて

歴史と地域の
記憶を辿

た ど

る

出
発
点
に
折
り
重
な
る

時
間
の
記
憶
を
味
わ
う

〜
宮
の
坂
駅
前
〜

室
町
時
代
か
ら

明
治
維
新
ま
で
を
駆
け

抜
け
る

〜
世
田
谷
城
阯
公
園
か
ら

　
豪
徳
寺
へ
〜

COLUMN 世田谷城

　

東
急
田
園
都
市
線
が
走
る
三
軒
茶
屋
の
ま
ち
と
、

京
王
線
が
走
る
下
高
井
戸
の
ま
ち
を
結
ぶ
東
急
世
田

谷
線（
玉
電
）。小
さ
な
路
線
だ
が
、大
正
時
代
か
ら
百

年
の
時
間
を
経
て
、世
田
谷
の
ま
ち
に
潜
む
歴
史
や
地

域
の
記
憶
を
眺
め
て
き
た
電
車
で
も
あ
る
。そ
ん
な
世

田
谷
線
の
線
路
に
沿
っ
た
り
離
れ
た
り
し
な
が
ら
、い

に
し
え
の
時
と
現
在
を
行
き
来
す
る
散
歩
を
楽
し
ん

で
み
よ
う
。

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
瀧坂道
世田谷線廃止駅

現存する土塁など　　　推定される土塁
　　発掘調査などにより推定される
　　城の最大範囲

世田谷城の城郭構造（推定）

出典：世田谷城阯公園前の案内板ほか

烏山川緑道
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江戸城御囲い松の兄弟松

緑丘中学校の大ケヤキ 尾崎行雄ゆかりの洋館（現在は非公開）

な
に
も
い
る
ん
だ
な
と
、
自
分
も
ひ

と
つ
招
福
猫
児
を
手
に
入
れ
て
み
た

く
な
る
（
受
付
で
入
手
で
き
る
）
。

ま
た
、
井
伊
家
の
墓
所
に
は
桜
田
門

外
の
変
に
斃た
お

れ
た
井
伊
直
弼
の
墓
が

あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
少
し
離
れ
た

山
門
の
左
手
、
三
重
塔
の
裏
手
に
は

ひ
っ
そ
り
と
、
彦
根
藩
が
戊
辰
戦
争

下し
も

野つ
け

小お

山や
ま

の
戦
い
で
玉
砕
し
た
彦
根

藩
士
11
人
の
首
を
祀
る
瘞え
い

首
塚
も
あ

る
。
つ
ま
り
、
幕
末
か
ら
明
治
維
新

の
記
憶
が
色
濃
く
漂
う
場
所
で
も
あ

る
の
だ
。

　

豪
徳
寺
の
山
門
の
ち
ょ
う
ど
真

井
伊
家
の
菩
提
寺
と
し
て
、
そ
し
て

〝
招ま
ね

き
猫ね
こ

発
祥
の
寺
〟
と
し
て
親
し

ま
れ
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
豪
徳
寺
が
〝
招
き
猫
発

祥
の
寺
〟
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
二

代
藩
主
・
井
伊
直
孝
が
こ
の
地
を
訪

れ
た
際
に
雷
雨
に
祟
ら
れ
た
が
、
猫

が
門
内
に
招
き
入
れ
た
た
め
雷
雨
を

避
け
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
伝

説
に
よ
る
。
招
き
猫
の
発
祥
に
つ
い

て
は
諸
説
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
が

き
っ
か
け
で
の
ち
に
井
伊
家
御
菩
提

所
と
し
た
と
も
い
う
か
ら
、
豪
徳
寺

を
訪
れ
た
折
に
は
、
仏
殿
の
左
側
に

あ
る
招
福
殿
と
、
招
福
殿
を
右
手
に

見
て
さ
ら
に
奥
に
あ
る
井
伊
家
の
墓

所
を
見
学
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と
が
、

豪
徳
寺
を
味
わ
う
第
一
歩
だ
ろ
う
。

招
福
殿
に
は
ず
ら
っ
と
招ま

ね
ぎ
ね
こ

福
猫
児
が

並
び
、
ご
利
益
を
感
じ
た
人
が
こ
ん

裏
ま
で
歩
い
た
ら
北
上
す
る
形
で
路

地
に
入
る
と
、
閑
静
な
住
宅
街
の
中

に
鮮
や
か
な
水
色
の
洋
館
が
見
え
て

く
る
。
華
美
す
ぎ
ず
可
愛
ら
し
い
雰

囲
気
を
ま
と
う
こ
の
洋
館
は
、
明
治

中
期
に
高
級
官
僚
が
英
国
出
身
の
娘

（
の
ち
に
政
治
家 

尾
崎
行
雄

（※）
の

妻
）
の
た
め
に
建
て
た
と
さ
れ
、
東

京
に
現
存
す
る
居
住
用
の
洋
館
と
し

て
は
最
古
級
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

１
９
３
３
年
（
昭
和
８
年
）
に
港
区

麻
布
か
ら
英
文
学
者
に
よ
り
こ
の
地

に
移
築
さ
れ
た
。
一
時
解
体
の
危
機

に
瀕
し
た
が
漫
画
家 

山
下
和
美
氏

が
中
心
と
な
り
保
存
活
動
を
展
開
、

漫
画
家 

新
田
た
つ
お
・
笹
生
那
実

夫
妻
の
協
力
も
あ
り
保
存
さ
れ
る

こ
と
に
。
今
後
は
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン

デ
ィ
ン
グ
な
ど
で
補
修
費
用
を
募

り
、
建
物
の
雰
囲
気
を
生
か
し
た
カ

フ
ェ
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
し
て
の
活
用

を
検
討
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
洋
館
を
通
り
過
ぎ

て
突
き
当
た
り
の
道
は
瀧
坂
道

（※）
と

呼
ば
れ
る
古
道
だ
。
江
戸
時
代
初
期

ま
で
は
江
戸
か
ら
府
中
に
向
か
う
主

要
な
道
で
、
世
田
谷
城
と
も
深
く
関

係
し
た
。

　

こ
の
瀧
坂
道
に
出
て
左
折
す
る
と

す
ぐ
に
世
田
谷
線
の
線
路
に
出
る

（
旧
宮
ノ
坂
駅
は
瀧
坂
道
と
交
差

す
る
こ
の
辺
り
に
あ
っ
た
）
。
こ
こ

か
ら
線
路
沿
い
に
北
上
し
、
商
店
街

を
通
り
過
ぎ
る
と
小
田
急
線
豪
徳
寺

駅
。
ガ
ー
ド
を
く
ぐ
り
、
す
ぐ
左
手

の
小
さ
な
飲
食
店
街
に
入
る
と
世
田

谷
線
山
下
駅
が
目
の
前
に
現
れ
る
。

そ
の
手
前
の
路
地
を
ひ
ょ
い
と
右
手

に
入
る
と
緑
道
が
見
え
て
き
た
。
か

つ
て
の
河
川
の
上
に
造
ら
れ
た
こ
の

北
沢
川
緑
道

（※）
を
少
し
だ
け
歩
い
て

か
ら
左
折
す
る
と
緩
や
か
な
坂
に

な
っ
て
い
る
。
そ
の
坂
の
左
手
に
あ

る
大
き
な
寺
は
善
性
寺
だ
。
赤
堤
山

の
山
号
を
持
つ
寺
で
、
こ
の
辺
り
か

ら
赤
堤
の
土
地
に
踏
み
込
む
こ
と
に

な
る
。

　

こ
こ
か
ら
、
赤
堤
通
り
を
渡
っ
た

と
こ
ろ
に
あ
る
六
所
神
社
は
、
こ

の
辺
り
一
帯
の
赤
堤
村
の
鎮
守
で

も
あ
っ
た
。
毎
年
10
月
に
地
元
有
志

井
戸
駅
を
目
指
し
て
も
よ
い
が
、

せ
っ
か
く
な
の
で
ち
ょ
っ
と
寄
り
道

を
し
て
み
よ
う
。

　

こ
の
赤
松
通
り
の
西
の
終
端
ま
で

歩
い
て
右
手
に
目
を
や
る
と
、
保
育

園
の
庭
か
ら
路
地
側
に
大
き
な
松
の

木
が
ニ
ョ
キ
ッ
と
突
き
出
し
て
い
る

の
に
一
瞬
驚
く
。
こ
の
松
は
樹
齢
約

四
百
年
の
古
木
で
、
江
戸
城
の
御
囲

い
松
と
同
じ
苗
木
か
ら
育
っ
た
も

の
。
そ
の
た
め
「
江
戸
城
御
囲
い
松

の
兄
弟
松
」
と
し
て
地
域
に
親
し
ま

れ
て
お
り
、
世
田
谷
区
の
地
域
風
景

資
産
に
選
定
さ
れ
て
い
る
。

　

保
育
園
の
隣
に
は
区
立
緑
丘
中
学

校
が
あ
る
。
こ
こ
の
校
庭
に
校
舎
よ

り
高
く
そ
び
え
る
二
本
の
大
ケ
ヤ
キ

は
世
田
谷
区
の
名
木
百
選
に
選
ば
れ

て
お
り
、
同
じ
く
地
域
風
景
資
産
に

も
選
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
偉
容

は
、
つ
い
さ
っ
き
歩
い
て
き
た
赤
松

通
り
か
ら
も
一
望
で
き
る
ほ
ど
だ
。

　

緑
丘
中
学
校
を
左
手
に
見
な
が
ら

細
い
遊
歩
道
を
進
む
と
、
少
し
広
い

通
り
に
出
る
。
こ
の
道
は
、
左
右
に

日
大
文
理
学
部
や
日
大
櫻
丘
高
校
が

並
ん
で
い
る
の
で
日
大
通
り
と
呼
ば

れ
て
い
る
が
、
春
に
な
る
と
そ
の
桜

並
木
、
桜
の
ト
ン
ネ
ル
の
見
事
な
こ

と
。
こ
の
桜
並
木
（
日
大
文
理
学
部

の
桜
）
は
、
せ
た
が
や
百
景
の
ひ
と

つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。

「
赤
堤
に
文
化
を
！
六
所
の
森
の

会
」
に
よ
る
ク
ラ
シ
ッ
ク
コ
ン
サ
ー

ト
が
境
内
で
開
か
れ
て
い
る
。
か
が

り
火
の
中
で
の
演
奏
は
、
と
て
も
幻

想
的
な
雰
囲
気
で
、
地
域
の
方
々
に

長
年
愛
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

　

六
所
神
社
を
出
て
踏
切
を
渡
り

（
旧
六
所
神
社
駅
は
こ
の
辺
り
に

あ
っ
た
）
、
線
路
沿
い
の
道
を
経
て

赤
堤
の
住
宅
街
に
入
る
。
比
較
的

大
き
な
邸
宅
が
続
く
道
を
進
ん
で

行
き
、
西
福
寺
通
り
を
渡
っ
て
右

に
曲
が
る
と
、
す
ぐ
に
西
福
寺

（※）
の

山
門
が
見
え
る
。
西
福
寺
は
こ
の

地
域
に
親
し
ま
れ
た
古こ

刹さ
つ

だ
。
玉

川
八
十
八
ヶ
所
霊
場
46
番
で
六
所

神
社
の
別
当
寺
で
も
あ
っ
た
。
庭

の
牡
丹
や
藤
の
花
、
サ
ル
ス
ベ
リ

の
木
が
楽
し
め
る
地
域
の
憩
い
の

場
所
で
あ
る
。

　

西
福
寺
か
ら
少
し
だ
け
北
上
し

て
、
赤
松
通
り
に
出
る
（
春
に
は
ハ

ナ
ミ
ズ
キ
の
並
木
が
き
れ
い
だ
）
。

こ
こ
か
ら
世
田
谷
線
の
ほ
う
に
戻

り
、
線
路
沿
い
に
松
原
駅
か
ら
下
高

　

日
大
通
り
を
抜
け
た
辺
り
か
ら
、

ぽ
つ
ぽ
つ
飲
食
店
な
ど
が
増
え
始

め
、
下
高
井
戸
の
商
店
街
と
な
る
。

そ
の
ま
ま
、
ま
っ
す
ぐ
歩
け
ば
今

回
の
終
点
、
下
高
井
戸
駅
だ
。
通
り

が
だ
ん
だ
ん
商
店
街
め
い
て
き
た
と

思
っ
た
ら
、
交
番
の
先
の
右
手
に
な

に
や
ら
コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
ち
っ
放
し

の
モ
ダ
ン
な
建
物
が
。
一
瞬
、
ア
パ

レ
ル
店
な
ど
が
入
っ
た
シ
ョ
ッ
ピ
ン

グ
ビ
ル
に
見
紛
う
が
、
実
は
区
立
の

松
沢
小
学
校

（※）
だ
。
こ
の
校
舎
は
、

２
０
１
４
年
（
平
成
26
年
）
の
第
14

回
公
共
建
築
賞
の
優
秀
賞
に
輝
い
て

い
る
。

　

そ
し
て
、
も
う
下
高
井
戸
駅

（※）
は

目
の
前
。
１
９
５
６
年
（
昭
和
31

年
）
に
で
き
た
駅
前
市
場
の
建
物
は

今
も
健
在
で
、
品
揃
え
も
店
の
応
対

も
素
晴
ら
し
い
鮮
魚
店
を
中
心
に
、

● 

宮
の
坂
駅

１
９
４
５
年
に
旧
宮
ノ
坂
駅
と
豪
徳
寺
前

駅
が
統
合
さ
れ
開
業
。１
９
６
６
年
に
宮
ノ

坂
駅
か
ら
宮
の
坂
駅
に
改
名
さ
れ
た
。駅
名

は
、世
田
谷
八
幡
宮
の
東
側
を
走
る
坂
道・

宮
の
坂
に
由
来
す
る
。

● 

世
田
谷
城
阯
公
園

か
つ
て
こ
の
一
帯
に
あ
っ
た
世
田
谷
城
の
城

跡
の
一
部
を
１
９
４
０
年
に
公
園
と
し
て

開
園
。世
田
谷
区
内
唯
一
の
歴
史
公
園
で
あ

り
、東
京
都
指
定
旧
跡
で
あ
る
。せ
た
が
や

百
景
に
も
選
定
さ
れ
て
い
る
。

● 

尾
崎
行
雄（
１
８
５
８
年
～
１
９
５
４
年
）

日
本
の
議
会
政
治
の
黎
明
期
か
ら
第
二
次

世
界
大
戦
後
に
至
る
ま
で
衆
議
院
議
員
を

務
め
、当
選
回
数・議
員
勤
続
年
数・最
高

齢
議
員
記
録
と
複
数
の
日
本
記
録
を
有
す

る
こ
と
か
ら「
憲
政
の
神
様
」「
議
会
政
治
の

父
」と
呼
ば
れ
る
。東
京
市
長
時
代
、ワ
シ
ン

ト
ン
に
サ
ク
ラ
の
苗
木
を
贈
り
、そ
の
返
礼

と
し
て
タ
フ
ト
米
国
大
統
領
か
ら「
日
米
親

善
交
流
の
証
」と
し
て
、ハ
ナ
ミ
ズ
キ
苗
木
の

寄
贈
を
う
け
た
。世
田
谷
区
深
沢
に
あ
る
都

立
園
芸
高
校
に
は
、返
礼
の
ハ
ナ
ミ
ズ
キ
原

木
一
本
が
、唯
一
枯
れ
ず
に
生
き
て
い
る
。

● 

瀧
坂
道

江
戸
時
代
初
期
に
甲
州
街
道
が
開
設
さ
れ

る
以
前
、江
戸（
青
山
）と
武
蔵
国
の
国
府
が

あ
っ
た
府
中
と
を
結
ぶ
最
も
重
要
な
往
還

だ
っ
た
古
道
。世
田
谷
区
地
域
風
景
資
産
に

選
定
さ
れ
て
い
る
。

● 
北
沢
川
緑
道

赤
堤
か
ら
山
下
駅
を
通
り
代
田
、代
沢
、池

尻
ま
で
続
く
緑
道（
全
長
約
４・３
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
）。昭
和
初
期
ま
で
農
業
用
水
と
し
て

利
用
さ
れ
て
い
た
北
沢
川
が
昭
和
40
年
代

に
暗
渠
化
さ
れ
た
の
ち
、１
９
７
８
年
頃
か

ら
緑
道
と
し
て
整
備
さ
れ
た
も
の
。世
田
谷

区
地
域
風
景
資
産
に
選
定
さ
れ
て
い
る
。

● 

西
福
寺

区
内
最
古
と
言
わ
れ
る
仏
像
で
あ
る
御
本

尊・木
造
薬
師
如
来
立
像（
平
安
時
代
末
期

か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
の
制
作
と
さ
れ
る
）と

阿
弥
陀
一
尊
画
像
板
碑
は
共
に
世
田
谷
区

の
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る（
い
ず

れ
も
非
公
開
）。本
堂
裏
の
墓
所
に
は
江
戸

幕
府
旗
本・服
部
家
一
族
の
墓
が
あ
り
、貞

勝
は
じ
め
40
余
名
の
墓
碑
が
あ
る
。

● 

松
沢
小
学
校

１
８
８
７
年
、当
時
の
松
原
村
、赤
堤
村
、

上
北
沢
村
の
三
か
村
で
設
立
さ
れ
た
小
学

校
。１
９
４
７
年
よ
り
世
田
谷
区
立
小
学

校
と
な
る
。創
立
１
２
０
周
年
の
節
目
と
な

る
２
０
０
９
年
に
新
校
舎
を
落
成
し
た
。ち

な
み
に
校
名
に
も
な
っ
て
い
る「
松
沢
」と
い

う
地
名
は
、１
８
８
９
年
に
上
北
沢
村
全
域

と
、松
原
村
、赤
堤
村
、世
田
谷
村
の
各
一
部

が
合
併
し
、上
北
沢
と
松
原
か
ら
名
前
を

取
っ
て「
松
沢
村
」と
し
て
成
立
し
た
も
の
。

１
９
３
２
年
に
東
京
市
世
田
谷
区
に
編
入

さ
れ
た
。

● 

下
高
井
戸
駅

京
王
線
下
高
井
戸
駅
は
１
９
１
３
年
、京
王

電
気
軌
道
の
駅
と
し
て
開
業
。１
９
３
８
年

に
日
大
前
駅
と
改
称
し
た
が
、１
９
４
４
年

に
下
高
井
戸
駅
に
戻
っ
た
。

現
代
の
町
へ
と

歩
み
を
進
め

今
日
の
散
歩
を
振
り
返
る

〜
江
戸
城
御
囲
い
松
の
兄
弟

　
松
か
ら
下
高
井
戸
駅
へ
〜

戦
国
時
代
の
記
憶
か
ら

庶
民
の
暮
ら
し
の
記
憶
へ

〜
明
治
の
洋
館
か
ら

　
西
福
寺
へ
〜

賑
わ
い
を
見
せ
て
い
る
。
こ
の
市
場

で
活
き
の
よ
い
魚
を
買
っ
て
帰
り
、

家
で
一
杯
や
り
な
が
ら
本
日
の
散
歩

の
記
憶
に
浸
る
の
も
ま
た
一
興
。
あ

る
い
は
駅
周
辺
に
は
地
元
の
名
店
も

少
な
く
な
い
の
で
、
そ
こ
で
小
腹
を

満
た
し
な
が
ら
休
憩
す
る
も
よ
し
。

ま
た
、
今
来
た
道
を
少
し
戻
る
が
、

駅
か
ら
数
分
の
と
こ
ろ
に
あ
る
月
見

湯
と
い
う
銭
湯
で
、
ゆ
っ
く
り
疲
れ

を
癒
す
こ
と
も
で
き
る
。

　

世
田
谷
線
の
線
路
に
沿
っ
た
り
離

れ
た
り
し
つ
つ
、
い
ろ
い
ろ
な
歴
史

や
地
域
の
記
憶
を
辿た
ど

り
な
が
ら
歩
き

始
め
た
散
歩
が
、
終
点
で
は
す
る
す

る
と
現
代
の
活
気
の
あ
る
時
間
に
引

き
戻
さ
れ
て
い
く
よ
う
な
、
そ
ん
な

妙
な
る
味
わ
い
の
あ
る
散
歩
だ
っ

た
。

豪徳寺の招福猫児
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財団の新たな拠点や取り組みをご紹介します。

トラまちトラまち
T O P I C S

多様な庭木を集め育てていた昭和初期からの庭苑です。生
きものも多く、身近な動植物とのふれあいを通じた学びの
場となればと考えています。完全に宅地化された松原地区
の中で、みどり豊かな空間を後世へ残し、かつての生活文
化を伝え、地域の絆を深めるよう、今後も活用されます。

空調設備等の改修工事のため、
昨年 10 月より臨時休館してい
た成城のビジターセンターが３
月 16 日よりリニューアルオー
プン（予定）。桜が見頃を迎え
るのに合わせ、「野川を彩るサ
クラたち」と題した企画展を開
催します。是非お気軽にお立ち
寄りください。

昨年の 7月から 9月にかけて家に居ながら参加できる生
きもの調査としてセミの鳴き声をカウントし、それを送っ
て頂くといった取り組みを行
いました。総数は 31 通と決
して多くはなかったのですが
身近な自然に耳を傾ける良い
機会になったのであれば幸い
です。「世田谷生きもの新聞」
にて詳しく紹介中。

オーナーが住まいをまちにひら
き、地域の居場所づくりを行う「地
域共生のいえ」。新たに２ヵ所が
仲間入りしました。「箱庭カフェ」
（世田谷 4丁目）は英語教育に携
わるオーナーによる国籍・年齢関
係なく集える場で、「さくら Join」
（桜 1丁目）は元幼稚園の先生に
よる近隣の高齢者の集う場と、親
子でゆったり過ごせる場です。ど
ちらも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。

竹山市民緑地と十一山市民緑地が世田谷区の公園・緑地と
なることが決定しました。失われていく民有地のみどり
を残すため、竹山は平成 14年、十一山は平成 18年より、
市民緑地として緑地の公開および保全活動を行ってきまし
た。特に竹山は、ボランティアの皆様が 18 年にわたり、
少しずつ丁寧に美しい竹林へと手入れしてきた経緯があり
ます。こうして守られてきた自然は、これからは恒久的に
未来に受け継がれていきます。

老若男女、障害のあるなしに関わらず
気軽に音楽を楽しめる場所です。また、
移動支援、居宅介護を中心とした障害
福祉サービス事業も行っています。

空き家等地域貢献活用相談窓口を通してオーナーと結びつ
きました。

親子で一緒に遊んだり、情報交換やお
友達づくりができる憩いの場所です。
お子さまの近くでゆるやかにお仕事が
できる部屋もあります。

公共施設の改修工事に携わる区内建
築・電気・機械事業者等を対象とした
実務講習会を開催しました。今回は『区
立芦花小学校・中学校増築他工事』現
場の見学を行いました。参加事業者の
方々は、施工方法や設置機器の説明を
受け、熱心に見学していました。

新たな市民緑地がオープン
〔松原一丁目日章館亀井邸市民緑地〕松原1-31-6

ビジターセンター・リニューアルオープン

コロナ禍でもできる！「まちの生きものしらべ」
セミの鳴き声日記をつけよう！

新たな空き家等地域貢献活用物件が開設

●ふかさわおでかけひろば
  ワークスペースプラス
 （深沢4-2-21　1F）

●はじめたろうの音楽クラブ
  （野沢 3-10-23）

三密回避が求められる中、オンラインを活用したイベント・
情報発信に取り組んでいます。まちづくりファンド公開審
査会、まちづくり交流会、シンポジウムや講座など zoom
ミーティングで開催したほか、YouTube チャンネルを開
設し動画の情報発信も開始しました。

オンラインを活用した取り組み

市民緑地から区の公園・緑地へ
〜区民との協働によるトラスト運動の成果〜

新たな地域共生のいえがオープン

喜多見五丁目竹山市民緑地 成城四丁目十一山市民緑地

区内中小企業者を対象に実務講習会を実施

※ボランティアによる保全活動は今後も継続していきます。

さくら Join

箱庭カフェ

　

人
と
人
と
の
絆
を
大
切
に
、く
だ
け
た
言
い

方
を
す
れ
ば「
一
緒
に
生
き
て
い
る
ん
だ
よ
な

あ
」と
い
う
気
持
ち
で
訪
問
介
護・保
育・地
域

交
流
事
業
を
展
開
す
る
榎
本
吉
宏
さ
ん
。訪
問

介
護
の
事
業
所
を
設
立
し
て
か
ら
16
年
に
な
り

ま
す
が
、訪
問
介
護
の
世
界
に
進
ん
だ
き
っ
か
け

は
、大
学
時
代
の
ア
ル
バ
イ
ト
で
し
た
。

　

世
田
谷
区
桜
丘
の
東
京
農
業
大
学
で
国
際

協
力
を
専
攻
し
て
い
た
榎
本
さ
ん
は
、海
外
に

渡
航
す
る
資
金
を
捻
出
す
る
た
め
、訪
問
介
護

の
ア
ル
バ
イ
ト
を
開
始
。仕
事
を
始
め
る
と
す

ぐ
に
、利
用
者
に
喜
ん
で
も
ら
え
る
こ
と
の
喜
び

を
実
感
し
、介
護
の
仕
事
に
熱
心
に
取
り
組
む

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

卒
業
を
控
え
て「
国
際
協
力
の
仕
事
に
は
就

き
た
い
、で
も
そ
れ
は
自
分
を
頼
っ
て
く
れ
る
た

く
さ
ん
の
人
た
ち
と
離
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な

る
。そ
の
葛
藤
が
あ
り
、ま
た
介
護
の
仕
事
は
素

直
に
楽
し
か
っ
た
」。榎
本
さ
ん
は
、日
本
で
介
護

の
仕
事
を
続
け
る
と
決
断
。卒
業
し
て
す
ぐ
、

ア
ル
バ
イ
ト
仲
間
を
中
心
に
介
護
事
業
所
を
立

ち
上
げ
、1
年
後
に
は
法
人
化
し
ま
し
た
。そ

の
際
、仲
間
の
ひ
と
り（
現
在
の
奥
様
）が
発
し
た

「
自
分
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
を
安

心
し
て
任
せ
ら
れ
る〝
孫
心
の
介
護
〟を
、自
分

た
ち
の
手
で
や
り
た
い
な
」と
い
う
一
言
が
、事

業
の
方
向
性
を
決
定
。『
ま
ご
こ
ろ
介
護
』の
名

も
、こ
こ
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

　
「
利
用
者
さ
ん
一
人
一
人
に
親
身
に
な
っ
て

対
応
す
る
」と
い
う
の
が
介
護
の
仕
事
に
対
す

る
榎
本
さ
ん
の
考
え
方
。利
用
者
に
不
慮
の
事

態
が
起
こ
っ
た
場
合
な
ど
に
は
、「
利
用
者
さ
ん

の
生
活
に
寄
り
添
い
そ
の
生
活
を
守
る
、利
用

者
さ
ん
と
一
緒
に
生
き
て
る
ん
だ
か
ら
、と
い
う

気
持
ち
が
先
に
立
ち
ま
す
」。起
業
の
地・世
田

谷
を
拠
点
に
し
続
け
て
い
る
の
は
、み
ど
り
豊
か

な
環
境
と
い
う
点
に
加
え
、長
い
付
き
合
い
の
利

用
者
が
多
い
と
い
う
理
由
も
あ
る
そ
う
で
す
。

　

そ
の
一
方
、「
業
務
と
し
て
の
効
率
を
上
げ
、

一
人
で
も
多
く
の
利
用
者
さ
ん
の
力
に
な
る
、と

い
う
視
点
も
大
事
」。そ
の
た
め
の
ノ
ウ
ハ
ウ
や

考
え
方
を
ス
タ
ッ
フ
と
共
有
で
き
る
よ
う
な
工

夫
を
重
ね
、「
利
用
者
さ
ん
一
人
一
人
と
親
密

に
な
っ
て
対
応
す
る
」文
化
を
一
緒
に
育
ん
で

き
ま
し
た
。ま
た
、効
率
よ
く
業
務
を
遂
行
で

き
た
人
に
な
る
べ
く
多
く
の
お
給
料
を
渡
せ
る

よ
う
な
制
度
づ
く
り
に
も
腐
心
。ス
タ
ッ
フ
の
こ

と
を
大
事
に
考
え
て
き
た
結
果
、「
責
任
感
の

高
い
ス
タ
ッ
フ
に
恵
ま
れ
、激
甚
災
害
や
コ
ロ
ナ

禍
な
ど
の
中
で
も
変
わ
ら
ず
、利
用
者
さ
ん
の

生
活
を
支
え
続
け
ら
れ
て
い
る
ん
だ
な
あ
と
、ス

タ
ッ
フ
に
感
謝
し
つつ
誇
り
に
思
っ
て
い
ま
す
」。

　

榎
本
さ
ん
が
３
年
前
に
立
ち
上
げ
た
保
育
園

『
そ
ら
と
に
じ
の
い
え
』は
、そ
ん
な「
ス
タ
ッ
フ

を
大
事
に
す
る
」と
い
う
姿
勢
が
発
端
。「
介
護

の
手
が
足
り
な
い
と
き
に
、子
ど
も
の
世
話
を

し
て
く
れ
る
な
ら
行
け
ま
す
、と
申
し
出
て
く

れ
た
ス
タ
ッ
フ
が
い
て
…
。で
、事
務
所
で
お
子

さ
ん
を
預
か
る
こ
と
を
う
ま
く
事
業
化
す
れ

ば
、子
ど
も
を
持
つ
ス
タ
ッ
フ
も
仕
事
が
し
や
す

く
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
」。手
探
り
で
検
討
を

始
め
、「
企
業
主
導
型
保
育
事
業
と
い
う
制
度

を
利
用
す
れ
ば
採
算
的
に
も
実
現
可
能
か
な
」

と
考
え
始
め
た
と
き
、ト
ラ
ま
ち
の
空
き
家
等

地
域
貢
献
活
用
支
援
事
業
に
出
会
い
ま
し
た
。

「
実
践
者
か
ら
空
き
家
活
用
に
つ
い
て
学
べ
る

〈
空
き
家
等
活
用
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
〉に
も
参
加
し
、

ず
い
ぶ
ん
と
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
」。

最
終
的
に
は
、こ
の
ゼ
ミ
で
出
会
っ
た
建
築
士・坂

田
裕
貴
さ
ん
が
設
計
し
た
物
件
を
借
り
る
こ
と

ハロウィンのカボチャのランタンづくり
『みんなのジッカ』にて

が
で
き
、一
般
の
方
に
も
利
用
し
て
も
ら
え
る

保
育
園
が
生
ま
れ
ま
し
た
。結
果
と
し
て
保
育

施
設
が
少
な
い
と
言
わ
れ
て
い
た
世
田
谷
へ
の

地
域
貢
献
に
も
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　
「
建
物
の
オ
ー
ナ
ー
さ
ん
は
、不
動
産
事
業
な

ど
を
通
じ
、地
域
活
性
化
の
活
動
も
さ
れ
て
い

る
方
。我
々
の
や
り
た
い
こ
と
を
お
話
し
す
る
中

で
、障
害
の
あ
る
方
や
支
援
に
携
わ
る
方
、子
育

て
世
代
の
方
な
ど
の
地
域
交
流
事
業
を
後
押
し

し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。そ
れ
が
事
務
所
と
保

育
園
の
一
部
を
利
用
し
た
地
域
交
流
イ
ベ
ン
ト

ス
ペ
ー
ス『
み
ん
な
の
ジ
ッ
カ
』の
開
設
に
つ
な
が
っ

た
ん
で
す
」。こ
ち
ら
も
大
き
な
反
響
が
あ
り
、

利
用
者
は
世
田
谷
区
民
に
限
ら
ず
、遠
方
か
ら

の
リ
ピ
ー
タ
ー
も
お
ら
れ
る
と
の
こ
と
。

　
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
だ
け
で
な
く
介
護
の
現
場

に
出
る
こ
と
も
あ
り
、「
休
み
は
ま
っ
た
く
不
定

期
」と
お
忙
し
い
榎
本
さ
ん
で
す
が
、最
近
で
は

次
大
夫
堀
公
園
内
里
山
農
園（
本
誌
特
集
記

事
参
照
）の
活
動
に
も
開
園
当
初
か
ら
家
族
や

利
用
者
と
共
に
足
を
運
ん
で
い
る
そ
う
で
す
。

「
子
ど
も
達
や
重
度
障
害
が
あ
る
方
々
に
農
業

体
験
を
し
て
い
た
だ
く
な
ど
の
活
動
も
始
め
ま

し
た
」と
、新
し
い
展
開
に
も
意
欲
を
燃
や
し
て

い
ま
す
。

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
」。

榎
え の

本
も と

吉
よ し

宏
ひ ろ

さん
　世田谷区若林で“孫心の介護”を旗印に
運営されている訪問介護の『まごころ介護』。
その創設者・代表であり、最近では保育園

『そらとにじのいえ』や地域交流イベントス
ペース『みんなのジッカ』の運営へと事業を
展開している榎本吉宏さんに、仕事に対する
想いや新しい事業を展開した背景について、
お話を伺いました。

有限会社 ステラTokyo
代　表
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会員特典
❶ 会員証発行 ❷ トラストまちづくり情報誌等の送付
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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。

 

 

●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

tel 03-6379-1620  
fax 03-6379-4233

1トラスト基金（世田谷区内の自然や歴史的・文化的な佇まいを守る費用）
2まちづくり活動基金（区民主体によるまちづくり活動を支援する費用）
3おまかせします（2つの基金に 1/2 ずつ入れさせていただきます）

会費の使途を以下の３つから選択することができます。 案内パンフレットを
お送りします

2020年4月1日から12月31日までに、1,127,489円の寄附金（会費、一般寄附）を皆さま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ますようお願い申し上げます。

ご寄附のお礼

会費種別と年会費

成城環境保全協力会よりご寄附をいただきました

《成城環境保全協力会ご連絡先》 TEL 03-5490-2521  FAX 03-6909-0602　成城環境保全協力会  会長 山本真孝

　成城環境保全協力会は、成城周辺の桜並木をはじめとして、区内の花と
緑に囲まれた豊かな住環境を守り、育てることを目的に、成城地域を中心と
して活動されている企業・団体・飲食店の有志で設立された団体です。
　この度、当財団の「みどりを守り育むトラスト運動」が、その設立趣旨に
沿っているという経緯から、成城環境保全協力会で販売を始めたオリジナ
ルクラフトビール『成城 CRAFT BEER』の売り上げの中から、1本につき
100 円を財団の「一般財団法人世田谷トラストまちづくりトラスト基金」に、
ご寄附をいただきました。このご寄附に対し、財団の男鹿理事長より感謝状
を贈呈させていただきました。引き続き、成城環境保全協力会では財団へ
のご寄附を検討いただいております。
　また、成城環境保全協力会の Facebookでは、『成城 CRAFT BEER
でミドリヲツナグ！サクラモマモル』活動の模様や、オリジナルクラフトビール
を扱っている飲食店など最新の情報が、ご覧になれます。
　皆さんも『成城 CRAFT BEER』をぜひ楽しんでいただき、当財団の「一
般財団法人世田谷トラストまちづくりトラスト基金」を活用し進めている「世
田谷の自然環境や歴史的・文化的環境を守り、次世代へ引き継いでいく」
活動への応援をよろしくお願いします。


