
(一財)

世田谷区の 　｢生きものと共生するみどり豊かな

街づくりを進めるための計画づくり生物多様性地域戦略づくり
を始めましょう｣と、｢現在、絶滅す  

る種が増加しており生物多様性が危 7月20日(月)午後１時30分から「世田

機に陥っているので、こうしたプロ谷区の生物多様性地域戦略づくり」

ジェクトが企画されました」というのキックオフイベントが成城ホール

説明がありました。で開催されました。

　梅雨明けの気温34度と蒸し暑い日で

したが、ちょうど夏休みが始まった

ばかりで、｢海の日｣の祝日でもあっ

たので、会場には多くの親子連れが

集まっていました。

　

　私たちは｢生物多様性の恵み｣を受

けていますが、反面で、①人間によ

る開発、②人による管理、③人によ

る持ち込み、④地球環境の変化、に　会は以下の１、２、４項の3パート 
よってその状況は悪化しています。　に分けて進められました。
　こうした背景のなかで、世田谷区独

自の生物多様性地域戦略を、つくり１　生物多様性戦略とは：
あげていくそうです。　まず、区の｢みどりとみず政策担当

部･みどり政策課長｣の高木さんから、

このイベントは、世田谷区が今年度

から２年間かけてつくりあげる世田

谷区生物多様性地域戦略について広

く区民に知ってもらうとともに、区

内の生物情報収集を区民から募るこ

とを目的に企画されたものです。
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*２　生きものしらべガイダンス 環境審議会が区長より受け、その実

　この区民参加による生物調査として、 行体制として検討部会が編成され、

夏休みの子ども達を中心に身近な所 活動を開始し始めています。

に生息している「生きもの」の調べ 　世田谷区の生物多様性地域戦略づく

方の説明がありました。｢世田谷トラ りの｢キックオフイベント｣は関連す

ストまちづくり｣の｢まちの生きもの る活動のひとつです。世田谷区近隣

しらべ｣をベースに、今回の調査は、 の自治体は表１に示すような状況に

ハクビシン、アライグマ、ススキな なっています。すでに戦略を定め、

ど７種類を追加して17種類を対象に情 活動に入っている自治体が多いとい

報を集めます。｢見つけてほしい生き う印象です。｢生きものしらべ｣を通
*もの｣の表 を参照下さい。 しての｢世田谷トラストまちづくり｣

　そのやり方は、①生きものを見つけ の活動が一層期待されるでしょう。

る、②見つけたら観察する、③観察 　これまで世田谷区は「みどり33｣を

記録を報告する（調査票に記入して 基本とした施策を進めてきました。

提出する。Ｅメール、ファックス、 しかし今後は｢生物多様性地域戦略」

郵送など)。期間は、7月20日(月)から と統合した具体的なプロジェクトを

9月30日(水)まで。その際の注意点は、 如何に進めるかという大きな課題に

①ウソはだめ、 向き合うことになるでしょう。

②むやみに捕えたり切ったりしない、 ４　生きものおもしろ講演会

③安全第一、 　おなじみのプロ・ナチュラリストの

④他人の家や敷地に無断で入らない、 佐々木洋さんの講演です。さすがに

などルールを守って調査をするよう 手慣れたもので、会場に詰めかけた

にと強調されていました。 子ども達とやりとりをしながら、話
**３　地域戦略策定の背景 が進んでいきます。セミの話でした。

　生物多様性については、国際条約締 「 鳴 く セ ミ は 雄 で し ょ う か 、 雌 で

結および批准、国内的には関連法規 しょうか？｣佐々木さんの質問に子ど

の整備などが進み、各行政機関がそ も達が｢オスだ、メスだ｣と手を上げ

の推進に取り組み始めた時期になり たり、大声を出したりして答えてい

ます。世田谷区では、2015年6月に生 ました。｢セミの羽は何枚ですか？」

物多様性地域戦略に関する諮問を区 ｢ミンミン鳴くのがミンミンゼミです

が、アブラゼミはどうしてアブラゼ

ミと呼ばれるのでしょう？｣。

　セミの次はトンボです。トンボとい

う名前はどうしてついたのでしょう

か。｢飛ぶ棒｣に由来することはご存

知でしたか。そして、日本は世界的

に見てトンボの種類が多い国だそう

です。また、トンボは水とのかかわ

りが深く、トンボによってその場所

の水を含めた環境がよく分かるのだ
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地域 戦略名 策定年月

大田区 大田区環境基本計画 2013年3月

港区 港区生物多様性地域戦略 2014年3月

目黒区 目黒区生物多様性地域戦略 2014年3月

豊島区 豊島区環境基本計画２０１４‐２０１８ 2014年3月

府中市 府中市生物多様性地域戦略 2015年1月

稲城市 生物多様性いなぎ戦略 2015年3月

町田市 町田生きもの共生プラン 2015年3月

川崎市 生物多様性かわさき戦略 2014年3月

表１　　近隣自治体の地域戦略策定状況



そうです。

　こうした身近な昆虫や野生動物の話

をしながら、生物にとっては「バラン

ス」が大切であり、それが生物多様性

につながると説明されていました。さ

らに、「生物多様性は大きな地域を対

象に考えることが必要です」と、生物

多様性が重要であることを子ども達に

やさしく語りかけていました。

　

　最後の20分ほどは質問タイムです。

生きものについての子ども達の質問に

佐々木さんは丁寧に答えていました。

例えば、「なぜザリガニは日本中にた

くさんいるのですか？」という質問の

答えは、「かつて食用のウシガエルが

たくさん輸入されました。ザリガニは

ウシガエルの好物なので、餌として一

緒に日本に持ち込まれたのですが、そ

れが現在みられるように日本全国に広

がってしまった」のだそうです。

　また、ナメクジについての質問では、

｢ナメクジは貝の仲間で、昔は殻が

あったのですが、それがしだいになく

なってしまい今のように中身だけに

なったのです。だから、カタツムリに

比べてナメクジの方が進化した生きも

のなのです｣という説明がありました。

　こうした話で予定の時間は過ぎてし

まい講演会は15時10分すぎに終わりま

した。話のあちこちに生きものについ

てのトリビアがあり、子ども達は十分

に楽しんでいたようです。なお、会場

の入り口前には、「これまでの生きも

のしらべ」の展示があり、「生きもの

相談コーナー」が16時まで開かれてい

ました。
*  　まちの生きものしらべ　2015 調査ガイドブック

** 参考資料：(仮称)世田谷区生物多様性地域戦略

　　　　環境審議会検討部会(第1回)関連資料１～４

空き家等地域貢献活用をめざして

2015年度企画募集　　

モデル事例見学と相談会

　市民緑地の開放により市民はみどり

に触れられる様に、空き家等のスペー

スの開放によりひと同志の触れ合いが

始められます。

　(一財)世田谷トラストまちづくりで

は、地域共生のいえづくり支援として

数々の実績を築いて来ました。岡さん

のいえTOMO、ルツの家等がその初期の

代表例です。(本紙45号,51号参照）

　　

　7月11日には今年度3回目の｢見学会｣

と｢相談会｣が行われました。今後は

8月14日応募締切、9月12日公開審査会

の予定となっています。

[事例見学会]　

シェア奥沢(奥沢２-32-11）

　自宅の空き部屋を提供されたオー

ナーの堀内さんから説明を伺いました。

　この会場は築 80年余で、８畳２間と

縁側、キッチンおよび控の間で構成さ

れています。
　　

　この様な背景で２年前より区住宅課から

｢空き家等地域貢献活用相談窓口｣業務を

受託した財団は、地域貢献を目指す

オーナーの企画と、地域団体の企画の

引合わせを行い、全体として空き家等の活

用を推進しています。窓口では世田谷区

から支援される初期整備助成 200万円

のほか、今年度から専門家による建築のア

ドバイスが追加されるようになりました。          

シェア奥沢の主ホール
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シェア奥沢　　主ホール



  2000年ころまでは親族が使用してい ナーとしての自信が伺えます。

ました。その後空き部屋になっていた 　利用登録団体も 10団体に達し、特に

のですが、自分で使用したり、物置代 奥沢、玉川田園調布近辺の利用者が多

わりに使ったりして片づける時間がな いようです。個人としての利用者も多

いまま13年ほど経ってしまいました。 く、コワーキングとして数組同時に作

　その頃偶然なことから片づける有志 業を行う場面が多いそうです。

が現れ、2013年には整備が完了し７月 　設備面でも音響機器、 PC用プロジェ

にシェア奥沢として暫定オープンしま クター、大型印刷機などが備えられ、

した。この際、区の空き家等地域貢献 また音楽関係の利用も多く、器楽演奏、

活用に応募したのです。その後耐震対 コーラスなどピアノも活用しています。

策強化工事を施し、 2014年 7月に正式

オープンとなりました。

　会場の片隅に｢地域共生のいえ憲章」

として一枚の紙が掲示されていました。

その一部を紹介します。

　｢ふだん着の顔がみえるお付合い、お

手伝い、おすそ分け、お返し、といっ

た分かち合い、ものを作ること、創造

する楽しみ、地域で共有されるみどり、

こういったお金で置き換えられない価
[個別相談会]

値を大切にし、共通の喜びを生み出し
　シェア奥沢の説明終了後、相談会が

て行きたいと思います。｣　
開始されました。担当は財団から出向

　堀内さんはシェア奥沢の利用者が生
いたメンバーが中心となりました。

み出す価値を交
　来訪者はオーナーとしての相談が１

換する仕組みを
組、地域団体の方が２組ほど見えてい

考慮中です。た
ました。間取図を前にして、専門家に

とえば「庭の手
熱心に説明していた姿が印象的でした。

入 れ ｣ を す れ ば

「 会 場 の 使 用

料」に充てるこ

とが出来るとい

う形です。他にもいろいろな形がある

ことでしょう。

　堀内さんがシェア奥沢の利点を列挙

されました。予約が簡単、会場の落着

ける雰囲気、時間に制約がない。キッ

チンが使えるのでイベントの構成に幅

が出る等々。

　すでにオープンから1年余りが経過し

ているので、これまでの経験からオー

当日のプレゼンテーション
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堀内さん(正面右向き）



フラワーランド園芸講習会 斜めに切ると樹皮が切り口を覆って腐

庭木の手入れと病害虫対策 るのを止めることができる。

　7月13日(月)午後１時30分からフラ ③　切る枝の順序　ⅰ)枯れた枝　ⅱ)か

ワーランドで「庭木の手入れと病害虫 らみ合う枝　ⅲ)不釣り合いに勢いよく

の対策」講習会が開催されました。　 伸びた枝、の順に切る。枝を切りすぎ

　あらかじめ申し込みのあった人の中 たときは、隣の枝を引っ張ってきて針

から抽選で選ばれた28人が参加したの 金で固定して、空間を埋める。

ですが、なんと受講者の半分が女性。 ４．枝切りの原則

庭木の手入れとか病害虫の駆除などは 　木の上の方から下へと剪定する。木

男性の仕事とばかり思っていたので の上端は伸びる勢いが強いので、思い

びっくり。年齢構成は、ウイークデー 切って剪定し、下の枝は伸びる勢いが

だけに高齢者が多かったようです。 弱いので、剪定する量を少なくする。

１．庭木の枝の名称 　常緑樹は、７月の暑い時季に枝を切

　枝にはそれぞれ呼び名があります。 り、落葉樹は枯れることがあるので、

下記の図１を参考にして下さい。 暑いときは枝を切らないように。

２．剪定のための道具 　枝は、葉の方向を見て切ること。新

　大久保型の剪定鋏(せんていばさみ)、 芽が葉の方向に伸びるからである。

普通の剪定鋏、芽つみ剪定鋏、刈込み 　続いて各月ごとの庭木の手入れ及び

鋏、鋸(のこぎり)(目の粗いものと目の 施肥等の説明があり座学は終了。

細かいもの)。

３．枝の切り方

①　枝を切るときは、葉のあるところ

の先で切る。葉のないところで切ると

枝が枯れる。葉の先10㎝のところで切

ると、葉のところまで枝が枯れ、葉の

ところから新芽が出る。

②　枝抜き　枝が混んでいるときは枝

抜きをする。枝を切る場合は、枝分か

れした幹のところで、幹に沿うように 　

　その後、屋外での実際の説明。

この日のために実際に刈込を

行った垣根を前に、なぜ、この

位置で枝を切ったか、新しい芽

はどこから出るか、枝を切る道

具とその使い方等の説明があり、

午後４時前に終了しました。

　自宅の庭の手入れに直結する

説明だけに受講者の方も熱心に

話を聞き、積極的に質問をされ

ていました。

図１．枝の名称
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フラワーランド内教室にて
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１．二子玉川-中耕地

　現在の駅名は二子玉川、廃業時は二

子玉川園でした。駅西口から玉川通り

へ出て、そこを横切り、デパートに玉電砧線の廃線跡を歩く
沿ってバス停(二子玉川)へ向かいます。  1907年 (明治 40年)に渋谷-二子玉川
そこから二つ目の角が、かつての電車

の玉川線開通に引き続き、 1924年(大
道への入口です。あまりにも狭く、電

正13年)に二子玉川-砧本村に開通した
車が通っていたとは思えない程ですが、

のが砧線です(本紙62,63号参照)。
ここから入っていきます(写真下)。

  1923年の関東大震災からの復興資材、
　少 し 進 む と

と市内道路の補修用としての砂利の多
この道路に歩

摩川からの採取と輸送増による新路線
道が接して車

の必要性が高まり開業したのでした。
道と合わせる

　1969年地下鉄新玉川線への切り替え
と道幅は倍近

により玉川線、砧線全線が廃止となり、
くになります。

砧線は49年間で営業停止となり、同じ
この歩道を数十メートル進むと路面に

区間をバス路線に引き継ぐことになり
絵タイルが見えてきます。さらに前方

ました。
を 見 る と 、 歩 道 右

　廃止後の路線跡(廃線跡)は大部分が
側 に 砧 線 中 耕 地 駅

道路となり、バス、自動車等の一般交
跡 の 石 碑 が 見 え ま

通に使用されています。今回この廃線
す 。 こ の 付 近 で 二

跡を散歩道として紹介いたします。
子玉川商店街と瀬田玉川神社を結ぶ道

　下図は昭和 30年当時の｢世田谷古地
路と交差しています。また隣接するバ

図｣で、二子玉川付近を示しています。
ス通りには中耕

当時は未だ砧線を運行している状況が
地バス停が見え

示されています。
ます。

　砧線は全行程約2.2km、単線で図上か
　交差点を過ぎる

ら二子玉川-砧本村に２駅が確認でき
と道路は緑道の

ます。全線単線で車両１両(ラッシュ
趣を呈し始め、

時は２両)による運行でした。駅は中
車道との間ある

耕地、吉沢の２駅(廃業時)です。
いは隣接する民

　では二子玉川から出発します！♪

世田谷古地図　　昭和30年当時
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家の側にさまざまな植栽 る電車の写真を頂部にはめ込んだ石碑

が見られます。また路面 が建てられ、橋の由来について説明が

や歩道の柵にはレールが あります。それによると吉沢橋は、

使われ、数々の装飾品が 2008年上流にあった道路用の橋と、こ

見られるようになります。 の位置にある玉電用の橋が統合されて

玉電廃線跡を意識した、 出来た橋と説明されています。

まちづくりの成果と思わ 　橋の変遷と走り去った玉電を懐かし

れます。 む気持ちの溢れる街並みです。

２．中耕地-吉沢　 　橋を過ぎると左側には民家が建ち並

　やがて緑道は大きな民家 んでいますが、あるところで切れ目が

に突き当たります。そこ あり路地を経て多摩川の堤防へ出るこ

で車道と歩道とが分かれ、 とが出来ました。そこは一面の河川敷、

緑 道 は 歩 道 部 分 の み と 一面の緑です。今は緑地運動場となっ

なって吉沢方面へと延び ていますが、数十年昔は一面が砂利

ていきます。 だっただろうと想像し、砧線の砂利輸

　この道はすぐ 送の役割もうなづけました。

に 大 蔵 通 り に 　昭和４年版の古地図には｢おほくら」

突 当 り 、 多 摩 という駅名が見えます。この駅には砂

堤 通 り と 交 差 利の運送を効率的に行うためか側線が

し ま す 。 こ の 造られていました。前頁30年版の地図

交 差 点 の 近 く にはそれが消えています。すでに砂利

に 緑 化 運 動 を 採取は中止されていたのです。

示す看板が建てられています。この辺 　その上の玉電跡やとんぼくる

が駅のあった場所ですが、それを示す 　砧本村駅に向かう玉電の専用軌道を

遺跡などは見当たりません。 思わせる道を行くとやがて二股路に出

新涼やむかしここらに駅ありし ます。右側はかつての玉電の軌道、現

３．吉沢-砧本村　 在は一方通行のバス道路となっていま

す。左側は細い道路で、都水道局砧下

浄水所を左にして進むと駒澤大学の

キャンパスに突当ります。右側のバス

道路を進むと正面に鎌田二丁目南公園

(写真下 )が見えてきます。玉電がこの

公園内の駅に停車し、乗降客が利用し

ていたのでしょう。その公園の隣に現

在のバス停(砧本村)があり営業中です。

　

　大蔵通りから、すぐに一級河川野川 　

にかかる吉沢橋を渡ります。橋の中程 　

の欄干には電車を描いた円盤状のレ

リーフが掛けられ、近くには、橋を渡 砧本村バス停



世田谷区立玉川台図書館にて

ネイチャーアート展
トラストネットワークNo.68を読んで 　｢ (一財)世田谷トラストまちづくり」

せたがや里山ライフのすすめ のボランティアグループ｢彩草会｣の
　①食糧自給の軽視→経済性の重視→ 会員の作品が７月 14日～８月 27日ま
都市の画一化で多様性が失われる。 で展示されました。
 　個々の人が考え、自分に合っ　た生活 　今回展示された10点の作品のテーマ
が必要。強制してでもいろいろ体験さ は｢日本海浜の植物｣でした。
せることが大切。

　②｢週末は里山暮らし｣；二地域居住

だから見えるもの。

　馬場未織さん(NPO法人南房総リパブ

リック代表)の二地域居住している活

動から話題に実践されている体験談の

様子が伺われた。

野川せせらぎ教室～川の生きものさがし

　・川底の魚をガサガサの仕方で、さ

がす楽しさがうかがわれま　した。

　・安全を考えながら子供たちに実体

験をさせるよい機会だと思い　ます。　

　会場　は野川の神明橋の下流側です。

せたがや散歩道　　史跡の散歩道(２)

～用水ルート～古民家と用水

　天保年間の名主安藤家の水車跡、水
　館長の小林さんの説明によると、こ神堂等仙川の水路を利用した農家の暮
こ数年続けていろいろなテーマでの彩らしがよく分かります。写真、イラス
草会作品展を開催し、来館者の関心もト、地図などを使い、分りやすいペー
高く、特に精密な画とその作画技法にジだと思います。いつもの俳句がなく
興味を示される方が多いそうです。　て残念です。

フラワーランド　春の花まつり

　写真がいっぱいで盛んな、大人も子

ども楽しそうな様子がよく分かります。

かわらばん　　いきものさんぽ

　オオバコの　踏まれても枯れないたく

ましさを感じます。

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

  69号作成に関わったメンバー　　　　　大泉定雄　　片寄正史　　北畠明子　　須永澄子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高梨麻実　　田澤與光　　野武一郎　　宮下正雄　

写真上　：展示コーナー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真下：作品展示例

-8-

編集後記　　 7月下旬から 8月中旬まで

の猛暑。今年は去年より暑いと毎年感

じる様ですが、自然界も同じ様です。

　白桃が暑さの為に出来がよくないと

か。果物店がいつのまにか消え季節感

の乏しい街になっています。
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