
 
 

 

第２回 代田の街づくり学習会 
 

《テーマ》：防災街づくりの考え方と方法 
 

平成 25 年 12 月 4 日（水）18:00～20:00 

世 田 谷 区 立 代 田 小 学 校  1 階  図 書 室 

 

次  第 

 

１.開会・主催者あいさつ 

 

２.講演    「まちづくりと住民の役割」 

         ー代田まちづくりの成功の条件ー 

           東京理科大学嘱託教授 渡辺 俊一 先生 

渡辺俊一（わたなべ しゅんいち） 
１９３８年生れ。東京理科大学理工学部建築学科嘱託教授（大学院で「都市

計画・まちづくり論を担当）。NPO 法人 日本こどものための委員会理事長（事

務局は東松原駅前）。羽根木２丁目に４５年間在住。 

 

３.「防災街づくりの方法」を考える 

          都市プランナー 吉川 仁 氏 (よしかわ じん） 

 

４.質疑応答・意見交換 

               

５.次回以降のご案内            ※ 裏面をご参照ください。 

 

６.閉会 

 

               

【お問合せ先】         世田谷区北沢総合支所街づくり課   代田地区担当：成瀬、寺西、木村 

〒155-8666  世田谷区北沢２－８－１８ 北沢タウンホール６階 

電話：5478-8031 ＦＡＸ：5478-8019 



 
 

 

代田の街づくり学習会 開催日程 

１． 日程 

テーマ 開催日時 会  場 

11 月 6 日(水) 午後 6～8 時  代田小学校 

1 

代田のまちづくりの現況と課題 

※ 両日とも同じ内容です。 

 
11 月 16 日(土) 午前 10 時～正午 

新代田まちづくり

センター 

2 防災街づくりの考え方と方法 12 月 4 日(水) 午後 6～8 時  代田小学校 

1 月 22 日(水) 午後 6～8 時  代田小学校 

3 

街づくりの実際例を学ぶ 
［事前ガイダンス］ 

 

［現地見学会］ 1 月 25 日(土) 午後 1 時 30 分～4 時  
現地（太子堂 

出張所前集合）

4 代田の街づくりの目標と進め方 2 月 19 日(水) 午後 6～8 時  代田小学校 

 

２． 会場 

 代田小学校           1 階図書室   代田 4-2-3    第 1～4 回会場 
 新代田まちづくりセンター  2 階区民フロア 羽根木 1-6-14 第 1 回会場 
 太子堂出張所（三軒茶屋駅より徒歩 4 分） 太子堂 2-17-1 第 3 回現地見学会集合場所 

 

３． 学習会の内容 

 第１回 《テーマ》：代田のまちづくりの現状と課題 

・ 第 1 回については、同じ内容を２会場で開催します。昨年度調査を行った「街づ
くり基礎調査」から防災や交通安全、住環境などの代田地域の現況と課題につ
いて、詳しくご報告します。参加者からのご質問にお答えするとともに、街づくりの
現状と課題などについて、話し合いを行います。 

 第２回 《テーマ》：防災街づくりの考え方と方法 

・ ｢逃げないですむまち｣をめざして、個々の建物の不燃化や道路の拡幅、災害時
に活動の拠点となる公園や空地などの整備を行う「防災街づくり」の基礎的な知
識や実際の進め方などについて学習します。さらに、代田地域の防災街づくりに
ついて、話し合いを行います。 

 第３回 《テーマ》：街づくりの実際例を学ぶ 

・ 市民参加による街づくりの歴史や制度について学び、街づくりの先行事例につ
いて学習します。 

・ 翌土曜日には、区内の代表的な街づくりの事例として、太子堂 2・3 丁目地区を
実際に見学し、地域の街づくりに携わった方からお話を伺います。 

 第４回 《テーマ》：代田での街づくりの目標と進め方 

・ 第１～３回の成果を踏まえ、代田地域における今後の街づくりの目標や具体的
な進め方等について話し合いを行います。 

 

 



２０１３．１２．４

代田の街づくり学習会（発題）

まちづくりと住民の役割：代田まちづくりの成功の条件

東京理科大学嘱託教授 渡辺俊一

１．代田の現状をどう見るか？ →時代状況が一方的に進行し､住民が対応に追われている

(1)事実：小田急地下化、小学校統廃合計画など。しのびよる震火災の危険

(2)区政：住民が立ち上がる前に、行政(+専門家)が手を差し出している格好だ

(3)課題：まちは時代と共に変わるが、住民側は主体的に対応できるか？

①「地域主権のまちづくり」が問われているのだ

②「地域主権」とは？ →地域住民がまちの将来形成へ主体的に参加すること

③その成功のためには？ →組織化､学習､行政との連携(まちづくり条例の活用)

２．代田まちづくりのポイントは？ →「大･小」のバランスが大事だ

(1)｢大｣とは、「代田地区」全体への関心・理解・働きかけだ

①この地区の将来に関する見通しを共有する（構想の与件）

例えば、線路跡地･統廃合の情報、大震火災時の環七･羽根木公園のイメージ等

②将来いかにあるべきかの関心・議論・イメージ →究極的には｢全体構想｣へ

③手段としては「代田のシンボル」探しが必要 →現代の都市神話化へ

ハードとしての世田谷代田駅前、小田急線路跡地など(富士山は？)

ソフトとしてのイベント（祭り、イベント等）

④こうして「代田地区」全体としてのまとまり､誇り､アイデンティティの形成へ

(2)｢小｣とは、具体的な小規模プロジェクト･改善策を積み上げてゆく

○住民提案（駅広デザイン、代田小タンボ等）で参加の利益を実感してもらう

(3)｢大･小｣のバランスのとり方 →「花も実もあるまちづくり｣へ

①具体の事例･提案を｢全体構想｣の枠組で考える →全体･個別の柔軟な関係へ

②常にそれを議論し･見守り･育ててゆく仕組みが必要だ →｢まちづくり協議会｣へ

３．まちづくり成功の条件は？ →まちづくりは「人づくり」だ

(1)まちづくりの担い手は、住民・行政・専門家。特に住民の｢実力｣が問われている

(2)住民側「われわれが主体と言われても、どう進めていいか分からない」→３段階

①「分からない」 →ともかく学ぶしかない

②「まとまらない」 →まとめ方､説得の論理をる

③「エゴになる」 →私利私欲から出発しても､いかに公益と調整するか

(3)「楽しくなければ｢まちづくり｣ゃない」「楽しいだけでも｢まちづくり｣じゃない」

(4)では何が必要か？ →学習が必要です

(5)どんな能力へ向けて？

①知識よりも智恵が求められます

②長期的･全体的に見る･考える･論ずる能力 →行政･専門家と対等に議論する

③地域資源(ヒト､組織､情報､智恵､資金など)を掘り起こし､育て､活用する能力

④組織化へむけたリーダーシップ能力 →成功のカギだ（地元組織化へ）

４．おわりに一言「なぜ、まちづくりをやるのか？」

(1)代田という｢地域｣の再発見しよう！

(2)時代状況に流されてきた個人が(生活空間に関して)主体的に時代状況を変えることだ

①新しい「公共」の形成であり、時代の最先端を行く生き方だ

②まちづくりとは、NPO原理による都市計画の改革運動だ！



代田の街づくり学習会 第 2 回「防災街づくりの方法」を考える   平成 25 年 12 月 4 日 

講師 吉川 仁（元首都大学東京特任教授、早稲田大学(理工院)講師、都市プランナー） 

 

はじめに 
 ・防災まちづくりと街づくり（ソフト・ハード） 
 ・自助・共助・公助／予防・応急・復旧・復興／避難所・広域避難場所・避難地 
 ・なぜ防災の視点が重要か---都市や生活の弱点を教える（←被害の温度差（階層性） 
 ・家庭の安全／まちの安全 
 
１ 映像で見る現代の都市型震災--1995阪神・淡路大震災（神戸市教育委員会ＤＶＤ） 
 
２ 防災まちづくりと街づくり 
＜１＞1995 阪神・淡路大震災の街づくりへの教訓 

   ・震動による被害 
   ・道路の状況と道路の閉塞 
 ・震災火災（出火、延焼、焼け止まり、消火） 
 ・死傷者の発生と救出 
 ・避難者の大量発生・学校、公園や屋外での生活等 
 ・ライフラインの被害/被災生活の維持 
 ・仮設住宅,仮住まい 
 ・復興の展開と大混乱 
 
＜２＞東京の防災都市づくり、防災まちづくり 
 1970年代 避難場所・避難路の確保から東京の震災対策が始まる 

・ 1964年 新潟地震→→街づくりとまちづくり両面で 
・ 1968年 十勝沖地震→予防条例、自主防災組織 
・ 1976年 酒田大火／ 1978年 宮城県沖地震→防災都市づくりと防災まちづくり 

    1980年代 延焼遮断帯／防災まちづくり 
     世田谷区の防災街づくり（1980北沢・太子堂） 
  都市防災不燃化促進事業（避難路沿道や避難地周辺の不燃化） 
    東京都防災生活圏構想（逃げないですむ街づくり）    

 1995年 阪神・淡路大震災→自助・共助・公助、地域力,重点整備 
  防災都市づくり推進計画／震災復興マニュアル 
 2011年 東日本大震災→帰宅困難者、被害想定見直し →想定内・外、減災 
    「木密地域不燃化 10年プロジェクト」→都計路重点整備、不燃化特区 
 
＜３＞ 先進地区のまちづくりの進め方 （ハード・ソフト） 

住まいづくり／みちづくり／拠点づくり／ひろばづくり／みどりづくり／水の確保 ／防災
設備づくり 
マップ＆街の計画づくり／街のルールづくり／人づくり、街づくり啓発／防災訓練、組織づ

くり 
  
＜４＞ 防災街づくりの第一歩---ふだんのまちを災害の視点で見みよう 




