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●まちづくりリレーイベント・ぶりっじ世田谷関連イベント ●まちづくりファンド助成グループ

●京王線開通（1913）
●玉川電車開通（1906） ●砧線開通（1924）

●世田谷線開通（1925）
●小田急線開通（1927）
●東横線開通（1927）
●大井町線開通（1929）
●井の頭線開通（1933）

●東急新玉川線開通（現・田園都市線） ●三軒茶屋再開発組合設立 ●三軒茶屋・太子堂四丁目地区市街地再開発事業

●尾山台ショッピングプロムナード完成

●三軒茶屋再開発ビル「キャロットタワー」オープン

●小田急線連続立体交差事業（狛江地区）（喜多見～和泉多摩川間）複々線完成
●二子玉川東地区市街地再開発事業開始

●蘆花公園駅南口地区再開発

●小田急線連続立体交差事業（経堂地区）（世田谷代田～喜多見間）複々線完成●下北沢駅周辺地区計画策定
●小田急線連続立体交差事業（下北沢地区）（東北沢～世田谷代田間）工事着手

●二子玉川再開発着工
●松陰神社商店街  UD福祉のまちづくり推進モデル事業

●二子玉川ライズ竣工 ●小田急線連続立体交差事業（下北沢地区）（東北沢～世田谷代田間）在来線地下化
●京王線連続立体交差事業（仙川～笹塚間）事業着手

●小田急線連続立体交差事業（下北沢地区）（東北沢～世田谷代田間）複々線化完成
●BONUSTRACKオープン

◉世田谷演劇工作房 
     演劇ワークショップ  三茶の本
   （文化生活情報センター準備段階）

◎第18回東京オリンピック競技大会（1964）
◎大阪万博開催（1970）
◎沖縄返還（1972）
◎『日本列島改造論』（田中角栄著）発表
◎オイルショック（1973）
◎地方自治法改正（区長公選・固有職員・権限委譲）（1974）

◎国際児童年

◉世田谷区基本構想
◎成田空港 開港

◎都市計画法改正（地区計画）（1980）

◎昭和天皇崩御、平成に
◎国際児童年（子どもと環境）

◎羽田（新政党）内閣発足
◎村山（社会党）内閣発足
◎平均世帯人員が3人を切る（2.95人）
◎ハートビル法制定

◎橋本（自民党）内閣発足
◎使い捨てカメラ「写ルンです」発売
◎スターバックス銀座1号店開店

◎北海道拓殖銀行・山一証券倒産
◎就職協定廃止
◎消費税率引上げ（3→5％）

◎特定非営利活動促進法成立
◎学習指導要領改定（H14～）
◎中心市街地活性化法制定

◎東海村臨界事故発生
◎改正住民基本台帳法成立
◎65歳以上人口が2千万人を超える

◎介護保険制度施行
◎交通バリアフリー法制定

◎地方分権一括法制定
◎アメリカ同時多発テロ事件発生

◎都市計画法改正
◎公立学校完全週5日制実施
◎IT活用推進事業

◎イラク戦争勃発
◎出生率が1.3を切る（1.29） ◎新潟県中越地震発生

◎スマトラ沖地震発生
◎京都議定書発効

◎景観法制定
◎個人情報保護法施行
◎愛知万博開催
◎行政手続法改正
　（パブリックコメント・国）

◎出生率1.26、過去最低を記録
◎バリアフリー法制定

◎新潟県中越沖地震発生
◎団塊世代の定年退職問題
◎100歳以上3万人を超える

◎公益法人制度改革
◎年越し派遣村
◎Facebook日本語版公開
◎Twitter日本語版公開
◎リーマンショック

◎衆院選で民主党勝利、政権交代へ
◎行政刷新審議会の事業仕分け
◎裁判員制度開始

◎東日本大震災発生
◎福島第一原発で国内初の炉心溶融
◎NPO法改正、認定NPO法人制度スタート
◎日本の人口が1億2535万人に（1970年以来初の減少）

◎障害者差別解消法
◎障害者総合支援法

◎日本の寄付元年
◎LINE開始

◎東京スカイツリー開業
◎子ども食堂はじまり

◎子ども・子育て支援新制度施行
◎国連サミットでSDGs（持続可能な開発目標）が採択

◎熊本地震

◎消費税率引上げ（5→8％）

◎明仁上皇退位、令和に
◎消費税率引上げ（8→10％）

◎新型コロナウィルス感染拡大・緊急事態宣言
◎オンライン化が進む

◎オリンピック・パラリンピック東京2020大会

◎ロシア ウクライナ侵略

◎新型コロナウイルス「5類」移行
◎パレスチ・ナイスラエル戦争 ◎令和6年能登半島地震

◎ベルリンの壁崩壊
◎消費税法 施行（3％）

◎東京都の人口1千万人突破（1962）
◎東海道新幹線開業（1964）
◎日本の人口1億人突破（1966）
◎新都市計画法施行（1968）
◎東名高速道路前線開通（1969）
◎小田急線連続立体交差事業都市計画決定（1964）
◎京王線連続立体交差事業都市計画決定（1968）
◎田園都市線連続立体交差事業都市計画決定（1968）
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まちづくりリレーイベント
行政のまちづくり啓発事業をテーマごとに連携した年間のプロジェクト、
新しい参加の手法を取り入れた実験的取り組み

ぶりっじ世田谷
（新しい公共：市民活動団体・事業者・

  行政・中間支援組織・学術系団体などが連携した取り組み）

テーマ

近代都市計画
100年を見つめ直す

テーマ

子どもと環境
テーマ

長寿社会と環境

◉地方自治法改正にともなう区長公選の実施（1975）
◉大場区政誕生 ◉世田谷まちづくりノート（赤本・青本） ◉世田谷区基本計画

◉基本計画「ヒューマン都市世田谷」
◉北沢地区で参加型まちづくり開始

◉（財）世田谷区都市整備公社設立
◉都市美委員会発足
◉太子堂地区で参加型まちづくり開始

◉世田谷ボランティア協会発足（1981）◉都市デザイン室発足
◉世田谷区街づくり条例制定・専門家派遣制度開始
◉福祉のまちづくり施設整備要綱策定

◉せたがや百景・せたがや界隈賞選定
◉建築協定第1号（下馬）（1984）
◉桜丘区民センター周辺整備

◉都市整備方針策定（1985）
◉平和都市宣言
◉兵庫島公園開設

◉ふれあい通り（梅丘中前歩道）竣工 ◉三軒茶屋再開発都市計画決定
◉新基本計画
◉区の人口80万人突破
◉世田谷美術館開館

◉まちづくりリレーイベント開始／まちづくり地域担当制
◉第1回まちづくりコンクール
◉まちづくりハウス開設
◉パークショップの開催
◉情報公開条例制定

◉世田谷トラスト協会設立（1989）
◉総合福祉センター周辺整備
◉用賀地区計画（ビジネススクエア）
◉用賀プロムナード完成
◉「世田谷独立宣言」キャンペーン

◉世田谷区住宅条例制定
◉道路整備方針策定
◉都市デザインモニター制度
◉玉川給水所上部公園設計コンペ

◎ソ連崩壊
◎生産緑地法改正
◎バブル経済崩壊

◎学校週5日制実施
◎都市計画法改正（市町村マスタープラン）

◎第3セクター活性化方針策定
◎細川（日本新党）内閣発足
◎サッカーJリーグ開幕

◎東京都庁が丸の内から新宿に移転

◉地域行政制度開始／まちづくりセンター構想案策定
◉生産緑地地区の都市計画決定

◉レンタサイクルシステム導入 ◉新基本構想・新都市整備方針策定
◉環境基本条例策定
◉ねこじゃらし公園オープン
◉「北沢川緑道の水辺再生事業」計画設計の住民参加（～2002年度）

◉基本計画・実施計画スタート
◉福祉のいえ・まち推進条例制定
◉街づくり条例改正

◎阪神・淡路大震災発生
◎地下鉄サリン事件
◎Windows95発売
◎東京・大阪でタレント知事誕生
◎インターネット元年

◉デイホーム玉川田園調布計画の住民参加（～1997年度）
◉都市整備方針区民提案セミナー
◉世田谷文学館開館

◉（財）世田谷区コミュニティ振興交流財団設立
◉行財政改善推進方針・行動計画策定

◉世田谷文化生活情報センター開設
◉深沢環境共生住宅竣工
◉公共施設利用案内システム「けやきネット」稼働開始
◉街並みづくり講座開催
◉保健福祉審議会答申「新しい公共」
◉市民緑地制度開始

◉風景づくり条例制定
◉行政改革推進条例施行

◉みどりの基本計画策定
◉（財）スポーツ振興財団設立

◉等々力8丁目公園づくり会議開始
◉防災街づくり基本方針策定

◉総合支所に街づくり部を設置、都市整備関連の事務を大幅に移管
◉産業振興基本条例制定

◉市民活動推進課の設置
◉新基本計画「新しい公共」計画
◉風景計画策定

◉都市マスタープラン策定

◉子ども条例制定
◉市民活動支援コーナーオープン

◉市民活動支援事業（自立促進事業、協働促進事業）」開始
◉「地域の支えあい活動助成」開始（※世田谷区社会福祉協議会）
◉「世田谷区民活動中間支援機関連絡会」発足
◉安全安心まちづくり条例施行
◉第1回地域風景資産選定
◉住環境整備条例制定
◉交通まちづくり基本計画策定
◉世田谷子育てメッセ

◉区議会・区長選挙実施、
　区長に熊本哲之氏当選
◉（財）せたがや文化財団設立
◉すぐやる課の設置
◉区の24時間安全パトロール、
　区民の地域安全安心
　まちづくり活動支援事業等を開始
◉屋上・壁面緑化助成開始

◉子ども部設置
◉みどりの基本条例改正

◉世田谷ものづくり学校開校
◉地域共生のいえづくり支援事業

◉斜面地における建築物の制限に
　関する条例
◉風景づくり条例に基づく
　「水と緑の風景軸」

◉せたがや市民活動Genkiネット開始
　（～2012まで）

◉基本計画・実施計画・行政改革計画実施
◉従来の出張所を、出張所及び
　まちづくり出張所に再編
◉総合支所街づくり部の解消
◉「地域コミュニティ推進事業」開始

◉国分寺崖線保全整備条例施行

◉なかまちNPOセンター開設
◉世田谷区子ども計画策定（～2014年）
◉小さな森制度開始

◉みどりとみず政策担当部設置

◉生涯現役推進課設置
◉（財）世田谷区産業振興公社設立
◉子ども基金創設
◉文化・芸術振興計画策定
◉「せたがやスピリッツ
　（世田谷みやげ）」発行
◉あんしんすこやかセンター
　（地域包括支援センター）事業開始
◉子ども子育て総合センター開設

◉世田谷区制施行75周年記念事業開催
◉せたがや自治政策研究所設置
◉みどりとみずの基本計画策定
◉景観行政団体となり
　「風景づくり条例」改正
◉世田谷区産業ビジョン及び
　世田谷区産業振興計画の策定
◉第2回地域風景資産選定
◉ユニバーサルデザイン推進条例策定

◉地域の絆再生支援事業の実施

◉区民利用施設（集会施設、スポーツ施設）使用料の改定
◉世田谷区建築物安全安心実施計画策定
◉ユニバーサルデザイン推進計画策定
◉世田谷区農業振興計画の策定
◉せたがやみどり33の推進
◉せたがやみどり33スタート

◉砧総合支所新庁舎・成城ホール開設
◉文化・国際・男女共同参画課を、文化・国際課と男女共同参画担当課に再編

◉「まちづくり出張所」を「まちづくりセンター」に名称変更
◉新せたがやアートプラン（文化・芸術振興計画調整計画）の策定

◉街づくり条例改正
◉世田谷区NPO提案型協働事業開始

◉区議会・区長選挙実施、区長に保坂展人氏当選
◉東日本大震災復興支援
◉世田谷区基本構想審議会設置
◉地域の絆推進事業実施
◉風景づくり条例改正
◉都市整備方針（地域整備方針）改定

◉世田谷区提案型協働事業開始 ◉地域風景資産第3回選定
◉世田谷らしい空き家等地域貢献活用モデル事業開始
◉都市デザイン課発足
◉都市整備方針（都市整備の基本方針）改定
◉基本構想、基本計画、新実施計画策定
◉世田谷区みうら太陽光発電所の開設
◉3軒からはじまるガーデニング支援制度開始

◉世田谷区基本構想・基本計画策定（無作為抽出による市民参加の試み・ワールドカフェ方式のワークショップ）

◉地域の絆ネットワーク支援事業開始
◉世田谷区地域保健医療福祉総合計画策定（地域包括ケアシステム）

◉世田谷区子ども計画（第2期）策定

◉世田谷区子ども子育て応援都市宣言
◉小田急線上部利用計画

◉地域包括ケアの全区的な地区展開を開始
◉NPO相談、ステップアップ講座開始
◉世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例

◉外遊び推進PJ（協）

◉世田谷区空家等の対策の推進に関する条例制定

◉地域の絆連携活性化事業開始

◉風景づくり条例改正
◉「馬事公苑界わい」まちの魅力向上構想

◉バリアフリー建築条例改正
◉世田谷区児童相談所開設
◉なかまちNPOセンター閉鎖

◉バリアフリー建築条例改正 ◉世田谷区地域行政推進条例

◉世田谷区地域経済の持続可能な発展条例
◉奥沢界わい形成地区指定

◉世田谷まちづくり展開催

◎世の中の主な出来事●世田谷区内での主な開発 ◉世田谷区内での主な出来事

◎バブル景気の始まり

●「こんなトイレをまちにつくろう」トイレコンペ
●ワークショップ「住民参加の手法と技術を学ぶ」（MIGワークショップ）

●街並みづくり講座 ●地域風景資産選定（3回目） ●「馬事公苑界わい」まちの魅力向上構想
●外環道路ジャンクション（仮称）換気塔色彩デザインコンクール

●うままちプロジェクト

●住まいづくり学校 ●福祉のまちづくり講座 ●地域風景資産選定（1回目） ●崖線の保全・整備のための「4つの条例」整備 ●地域風景資産選定（2回目）
●景観行政団体●風景づくり条例●せたがや百景

●せたがや界隈賞

●宮の坂駅コンペ●都市美委員会 ●都市デザイン室 ●せたがや百景公募 ●桜丘区民センターとその周辺地区まちづくり ●けやき広場
●おもいはせの路
●用賀プロムナード

●エコロジカルまちづくり塾 ●世田谷公共建築学校〈ノート〉

●「まちの顔・駅の顔」喜多見駅アイデアコンクール（駅コンペ）
●「バス停のある小広場」コンペ

●界隈塾

●「街の色を考える」えんとつデザインコンペ ●せたがや百景ラリー

●第1回まちづくりコンクール（まちづくりハウス）

●のざわテットーひろば ●スペースULALA
●おでかけひろばcobaco●駒沢小ワークショップ

●砧南プレーパークをつくる会（砧・多摩川あそび村） ●給田小ワークショップ ●プレーパークせたがや ●子ども基金
●守山小学校あったらいいなこんな学校の会

●北烏山もぐら公園「わくわく大作戦」

●地域インターンシップ世田谷

●IBASHO●そとあそびプロジェクト・せたがや
●祖師谷みちとの遭遇プロジェクト

●北沢おせっかいクラブ ●せたがやこどもフードパントリー ●羽根木プレーパーク新（三代目）リーダーハウス竣工
●せたがやサンタプロジェクト ●砧あそびの杜プレーパーク

●ティーンズシンポジウム●経堂こども天国 ●桜丘冒険遊び場 ●羽根木プレーパーク ●セタガヤママ
●三世代遊び場マップ

●ママチャリねっと

●学校シンポジウム「まちは学校・学校はまち」
●国際シンポジウム「子どもの遊びと環境」（IPA子どもの遊ぶ権利のための国際協会）
●第2回まちづくりコンクール（まちづくりハウス）

●「小さな森」制度
●シモキタ園藝部 ●桜丘ポットラックガーデン●3軒からはじまるガーデニング支援制度 ●みどりスタイルブック●桜丘すみれば自然庭園

●三宿の森緑地●成城みつ池を育てる会
●国分寺崖線啓発プロジェクト ●世田谷みどり33 ●世田谷・みどりのフィールドミュージアム ●世田谷落ち葉ひろいリレー

●次大夫堀公園内里山農園
●グリーンインフラ学校

●夢育て農園●福田コミュニティ農園
●玉川野毛町パークらぼ

●ふくふく農場
●パークショップ
　（まちづくりハウス）

●玉川給水上部公園設計コンペ

●北沢川緑道を育てる会
●北沢川緑道の水辺再生事業

●成城三丁目緑地里山づくりコア会議●「市民緑地」制度開始 ●みどりの基本計画
●エコビレッジ構想 ●猪股庭園解説ボランティア
●風景づくりフォーラム●街並みづくりフォーラム

●船橋小径の会
●駒沢給水塔風景資産保存会

●近代建築保全ボランティア
●経堂の杜

●近代建築ウォッチング ●ねこじゃらし公園ワークショップ
●ゆずり橋
●野鳥ボランティア

●「楽しい公園づくり
     ワークショップ」

●「三茶のバリアを探せ！」
●福祉社会の交通「地域交通チェックin三茶」

●ユニバーサルデザイン研修（区役所）
●鳥山ネット・わぁ～く・ショップ

●「やさしいまちってなんだろう」やさしいまちづくりワークショップ
●大道芸術展 ●まちづくりハウスまちづくりワークショップ「老後も住み続けられるまちづくり提案」

●第1回雑居まつり 
●世田谷区手をつなぐ親の会（1957） ●梅ヶ丘駅スロープ設置運動（1974）

●千歳船橋・祖師ヶ谷大蔵駅スロープ設置運動（1973）●都立光明養護学校梅丘移転（1942）

●世田谷区肢体不自由児（者）父母の会（1958）

●自立の家をつくる会

●白梅福祉作業所

●ふきのとう（老人給食） ●たつなみ会 ●福祉のいえまち推進条例
●梅丘ふれあいのあるまちづくり定例会

●原寸大模型の社会実験ワークショップ

●ミニキャブ区民の会
●東北沢つどいの家

●やさしいまちづくりデザインノート1～7 ●障害者の交通権を求め、バス乗車の壁をなくす会
●世田谷福祉のまちづくりネットワーク

●地域保健・福祉推進条例

●全国老人給食連絡協議会

●自立生活センターHADNS世田谷
●せたがや福祉サポートセンター

●せたがやまちづくりブック〈入門編、公園編、事例編〉

●障害者支援情報センター
●世田谷区視力障害者福祉協会 ●ユニバーサルデザイン推進条例

●カフェゆうじ屋●幻聴妄想かるた●せたがや福祉100人委員会●ユニバーサルデザイン福祉のまちづくり推進モデル事業（松陰神社通り）

●世田谷福祉有償運送運営協議会

●地域福祉グループ交流会 ●砧公園みんなのひろば●地域包括ケアシステム開始 ●Ohanakids
●ケアコミュニティせたカフェ

●キラ星応援コミュニティ部門 

●特別テーマ部門「ファンドへの資金集めの企画とその実験」
● 特別テーマ部門「まちづくり活動の資金集めの企画とその実践」

●特別テーマ部門
　「都市の新しい居住を提案する調査活動」

●災害対策復興まちづくり部門 ●U23チャレンジ部門
●10代まちづくり部門

●つながりラボ部門
●「まちづくりデイ」24時間作戦会議

●「まちづくりデイ」まちづくりファンド30周年記念
●道具箱講習会

●都市整備方針区民提案セミナー●まちづくりセンター構想アメリカCDC調査
●まちづくりハウス（プレハブ小屋）

●参加のデザイン道具箱

●まちづくり活動部門
●まちづくり交流部門
●まちづくりハウス部門

●西経堂団地建て替えワークショップ

●世田谷まちづくり
    ファンド公開審査会

世田谷まちづくりセンター設立

世田谷トラスト協会設立

世田谷トラストまちづくり設立 ファンドで広がるまちづくり ファンドでつながるまちづくり
世田谷まちづくりファンド

●松陰コモンズ ●岡さんのいえ

●タタタハウス
●カタリストBA

●「地域共生のいえ」制度 ●空き家等地域貢献活用助成事業●守山テラス（守山小学校） ●たまでんカフェ ●そらまめハウス
●世田一ハウス

●居場所カフェコモリナ●ふかさわの台所
●シェア奥沢

●100人の本屋さん

●誰でもスペース発信基地ゆうじ屋
●らくらくハウス
●オアシス

●シモキタFABコーサク室●まちづくりカフェmuimui●楽ちん堂●COS下北沢
● サポコハウス
●タガヤセ大蔵

●コミュニティカフェななつのこ
●オルパ

●パブリコ

●おやまちプロジェクト●フタコラボ（フクフクプラス）
●街の木を活かすものづくりの会（街の木ものづくりネットワーク）

●非営利型株式会社ポラリス ●三茶WORK
●SETACOLOR（世田谷区地域連携型ハンズオン支援制度）

●PAXコワーキング ●Work and Play SOSHIGAYA●世田谷コミュニティ財団

●ママパパぶりっじ
●世田谷食事サービス連絡会

●老人給食サービスシンポジウム・交流会
●区民井戸端活動地図づくりワークショップ

●シンポジウム「世田谷の情報化」 ●世田谷子育てメッセ ●世田谷NPO法人協議会●せたがや子育てネット
●なかまちNPOセンター ●せたがや子ども子育て学（楽）会

●居場所サミット

●区民版子ども子育て会議 ●世田谷DIY道場
●若者と咲かせるネットワークせたがや

●太陽の市場 ●アジア民衆演劇会議
●文化・生活情報センター（仮称）基本計画策定委員会提言

●世田谷演劇工作房第二幕「こどもの劇場」 ●世田谷演劇工作房第三幕「高校生の劇場」

●世田谷文化生活情報センター生活工房・世田谷パブリックシアターオープン

●烏山路上演劇祭 ●水俣世田谷交流実行委員会
●「しごと」づくりワークショップ●「三軒茶屋の本」発行

●展覧会「三軒茶屋100人の時間地図」

●「世田谷演劇工作房」演劇ワークショップ ●造形・演劇ワークショップ「世田谷異種相互訪問見聞録」
●地域の物語ワークショップ

●太子堂2・3丁目地区まちづくり協議会
●北沢3・4丁目地区まちづくり計画 ●太子堂まちづくり計画

●下馬建築協定（第1号）

●下馬地区アートプロジェクト極楽フェス

●太子堂2・3丁目地区計画 ●三宿1丁目地区地区街づくり計画●世田谷まちづくりノート（赤本・青本）

●芦花公園駅南口地区市街地再開発事業 ●明大前街づくり学校
●世田谷線の車窓からアイデアコンクール
●みちづくり区民塾

●下北沢駅周辺地区地区計画
●用賀サマーフェスティバル ●二子玉川100年懇話会 ●梅ヶ丘～豪徳寺界わいまちづくり提案

●二子玉川エリアマネジメンツ

●neomura

●北沢デザイン会議

●小田急線上部利用計画 ●北沢PR戦略会議

●みんなでつくる明日のしもたかブック
●奥沢界わい形成地区指定

●ようが公共放送局

●玉川全円耕地整理（1927） 
●成城憲章（1924） ●鳥山寺町環境協定

●北沢地区まちづくり協議会 ●街づくり条例
●専門家派遣制度

●世田谷公園改修基本構想・子供の遊び場コンペ（1968） ●三茶de大道芸●まちづくり活動団体支援 ●二子玉川東地区市街地再開発事業●三軒茶屋太子堂4丁目地区市街地再開発事業
●公共施設アイデアコンペ

●尾山台ショッピングプロムナード
●用賀駅周辺地区計画

協働と参加の手法 演劇ワークショップ ワークショップ型の職員研修 まちづくりコンクール公開審査 まちづくりファンド公開審査 区の施策に対する参加型学習の機会

ワールドカフェ方式のワークショップ 無作為抽出によるワークショップ

複数の活動主体が連携した企画

区役所と新しい活動のネットワーク

区民活動の交流 子育てグループのネットワークが生まれる

ファシリテーショングラフィック 参加のデザイン道具箱講習会

コミュニティワークショップ

学校スタイルのまちづくり参加型事業

公募

表彰歩楽里（ぶらり）講 原寸大社会実験

デザインゲーム

新しい公共

ガリバーマップ

都市デザインモニター

公共施設コンペ

2023年12月現在
●  市民緑地 16ヶ所
●  小さな森 18ヶ所
●  3軒からはじまる
  ガーデニンググループ 36ヶ所
●  地域共生のいえ 21ヶ所
●  空き家等
  地域貢献活用物件 21ヶ所

●特別テーマ部門「ネット文庫制作」
●まちを元気にする拠点づくり部門

●やごの楽校 ●学生インターンシップ
　プログラム

●世田谷トラストまちづくり大学


