
世田谷の土地利用2021　～世田谷区土地利用現況調査～



環状八号線 環状七号線







10,000 30,000 50,000

10,00030,00050,000

４歳以下

５～９歳

１０～１４歳

１５～１９歳

２０～２４歳

２５～２９歳

３０～３４歳

３５～３９歳

４０～４４歳

４５～４９歳

５０～５４歳

５５～５９歳

６０～６４歳

６５～６９歳

７０～７４歳

７５～79歳

８０～８４歳

８５～89歳

９０～９４歳

９５～９９歳

１００歳以上
男性

■2020年

■2015年

女性

■2020年

■2015年

（人）

（人）



4 5
6

2

1
1

2

1

2

45

1

2

4

32

3
2

1

2

2

3

7

4

2

5

1

3

5

6

4

3 2

1
3

2
2

1

45

4

1

5

4

1

4
6

3

1

3

4

5

1

5

2
1

3

1

2

3

5

4

2

1

2

3

6

5

4

1

4

2

1

2
2

2

1

5

1

1

2

3

2

2

5

3
3

2

141
3 1

2

1

6

1

3

3

5

2

4

9

6

5

7

4

3 5

5

2

3

478

3

8

5
9

6

3
1

3
4

6
4

3
5

2

4

7
5

4 2

6

2

1

6
1

2

8

4 5

1

5

1 6
3

3
14

2

3
4

2

2

5
2

4 3

6

2

7

4
5

1

7 35
8

7

4

3

2

3

9
4

1

5

6

2

4

3
1

1

2

4

3

6

55

3

3

1
2

2

1
3

4
2

1

2

1

3

4
4 13

78
3

1

2

3

2
1

1

2
3

6

4 5
7

2

3
8 6

5
2

1342

1
2

11
2

1

2

1

3
4

1
1

3

2

1

1

3

2

1

6
4

1
5

5

3

3

2

5

4

3

2

2

1

2

1

8
2

4

3

4

1
1

給田

北烏山

上北沢

成城

上祖師谷

祖師谷

南烏山

粕谷

野沢

上馬

三軒茶屋

下馬

駒沢公園

桜新町

玉川台

砧公園

用賀

岡本

駒沢
新町

弦巻

上用賀

砧

桜

池尻

太子堂

三宿

代沢

北沢

代田

梅丘

世田谷

若林

豪徳寺

桜上水

宮坂

赤堤

経堂

桜丘

船橋
千歳台

大原

羽根木

松原

玉堤

東玉川玉川田園調布

尾山台

奥沢

野毛

等々力

深沢

中町

上野毛

瀬田

玉川

鎌田

大蔵

喜多見

八幡山

宇奈根

5,000人以上

4,000 ～ 5,000人

3,000 ～ 4,000人

2,000 ～ 3,000人

1,000 ～ 2,000人

1,000人未満

  200人以上　　　〃

100 ～200人 減少

  200人以上　　　〃
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特に増加・減少した町丁目

1 粕谷二丁目 1 大蔵三丁目
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(1) 市街地の変遷 

第1章　世田谷区のあらまし

●市街地形成と防災等の問題

4. 区役所周辺の市街地の変遷

都市計画道路の整備による不燃化の例（補助52号線地区計画）

　現在の区役所周辺は、1889（明治22）年に発足した世田ヶ谷村の一部で、1923（大正12）年に世田ヶ谷町となっ
た後、1932（昭和7）年に東京市に編入され、世田谷区となりました。
　世田ヶ谷村の頃から役場が置かれたこの地域は、明治時代前半は田園風景が広がっていましたが、1925（大正14）
年に世田谷線が開通すると次第に宅地化されるようになりました。なお、玉川電車の砧線がその前年に開通していま
す。
　大正時代に起きた関東大震災以降は都心からの人口流入により戦後の混乱期、そして高度成長期には地方からの
人口流入により宅地化に一層の拍車がかかり、耕地整理や区画整理による宅地分譲が進むとともに、郊外住宅開発が
本格化し、公的住宅についても昭和30年代から40年代にかけて建設が活発化していきました。こうした背景の中、都
市基盤が未整備のまま現在の密集した市街地が形成されましたが、防災上、住環境上大きな課題を抱えるようになり
ました。
　特に、木造住宅密集地域があることから、延焼遮断帯となる広幅員道路の整備や、道路整備にあわせた沿道建築物
の不燃化が遅れています。また、災害時の消防活動困難区域を解消するため、若林三丁目を中心に幅員６ｍ以上の道
路を整備する必要があります。一方で、広域避難場所外周市街地では、避難場所としての安全性を早期に高める必要
があるため、不燃化建替えを積極的に推進していくことが求められます。

■1936(昭和11)年※ ■1975(昭和50)年※ ■2021(令和3)年

整備前 整備後

12

※「空中写真データ」（国土地理院）（https://mapps.gsi.go.jp）をもとに国際航業株式会社作成

区役所周辺の環境の変化

世田谷
区役所

■は区役所の範囲を表す。



第1章　世田谷区のあらまし

●事業導入

区役所周辺地区の整備計画と実施された主な事業

　区役所周辺地域では、都市基盤による避難地や延焼遮断帯の確
保、これと合わせて沿道建物や密集地域の建物の不燃化・耐震化
等を進める必要があることから、区役所周辺地区街づくり計画を
はじめとして、さまざまな整備計画が策定されています。
　これまでにもいくつかの事業が行われてきましたが、例えば、
密集住宅市街地整備促進事業（国）と東京都木造住宅密集地域整
備促進事業（都）として、道路が狭く木造老朽建築物が密集してい
る地域に耐火性の高い建物への建替え促進と道路整備や空地の
確保を図り、安全で災害に強い街づくりを進めてきました。
　更に、防災上必要な避難路や避難場所の周辺では、耐火建築物
を促進することにより、震災や火災により生じる輻射熱を避けて
安全に避難できるよう建築物の不燃化を進める都市防災不燃化
促進事業を行ってきました。また、延焼遮断帯に囲まれた防災生
活圏の区域内では、総合的に防災街づくりを推進する防災生活圏
促進事業として、建物の不燃化や若林公園や烏山川緑道の整備を
進めてきました。近年では、若林もみじ公園や若林きんもくせい
公園が整備されています。

13

区役所周辺の事業・計画・方針等

凡例

■世区街5号線（2006年撮影）

■若林公園（2022年撮影）

■若林もみじ公園（2015年撮影）

年度 内容

昭和57 街づくり条例制定木造賃貸住宅地区総合整備事業開始

昭和58 環七沿道整備道路指針

世田谷通り不燃化促進事業開始

環七沿道地区整備計画都市計画決定

昭和62 環七沿道地区整備計画都市計画決定

平成7 区役所周辺地区地区街づくり計画策定

平成8 防災都市づくり推進計画重点地区指定（区役所周辺）

平成9 世田谷通り都市防災不燃化促進事業終了

防災街づくり基本方針策定

広域避難場所指定（若林公園、国士館中高など）

平成12 若林3・4丁目防災街区地区整備計画

世田谷区役所周辺地区防災街区整備地区計画策定

若林3・4丁目防災街区地区整備計画変更

平成22 世田谷区街づくり条例改正（平成22年9月）

不燃化推進特定整備地区を指定（新規3地区）

新たな防火規制導入

昭和61

平成10

平成16

平成26

■世田谷通り（2023年撮影）

世田谷区環七代田南部・若林地区沿道地区計画

補助52号線沿道若林・梅丘・豪徳寺・宮坂地区地区計画

若林一丁目地区地区街づくり計画

世田谷区役所周辺地区防災街区整備地区計画

若林3・4丁目防災街区地区整備計画

区役所周辺地区地区街づくり計画

小田急線

世
田
谷
線

世
区
街
5
号
線

補 52 号線

補
15
4
号
線

環
状
七
号
線

世田谷通り
若林きんもくせい公園

世田谷
区役所
世田谷
区役所
世田谷
区役所



建物
年

できごと
西暦 和暦

- 1928 昭和 3 世田ヶ谷町役場が若林 5-41（現在の環状七号線沿い）に建てられる。

初代
1932 昭和 7

東京市の区域拡張に伴い、荏原郡世田ヶ谷町、駒沢町、松沢村、玉川村の 2 町２村が
合併し、世田谷区が発足。世田ヶ谷町役場を増築し初代区役所庁舎とする。

1936 昭和 11 千歳村、砧村が編入し、現在の世田谷区域となる。

2 代目
1939 昭和 14 2 代目庁舎が世田谷 1-993（地番。現在の場所）に竣工。木造 2 階建て。

1945 昭和 20 太平洋戦争での爆撃により焼失。執務は三か所に分散して行うこととなる。

3 代目

1948 昭和 23 3 代目庁舎竣工。木造 2 階建て。

1954 昭和 29 本庁舎 1 階を増築。

1959 昭和 34 世田谷区民会館が竣工。

4 代目

1960 昭和 35
4 代目庁舎（第 1庁舎）竣工。鉄筋コンクリート造の地上 5 階地下 1 階建て。
設計は前川國男氏。

1967 昭和 42 第 2 庁舎が竣工。鉄筋コンクリート造の地上 5 階地下 1階建て。設計は前川國男氏。

199２ 平成４ 第 3 庁舎が竣工。鉄骨造の地上 3 階建て。



年度 できごと

平成13
地方分権・庁舎問題等対策特別委員会を区

議会に設置

平成16 庁舎整備に関する基礎的な調査研究を開始

平成19 庁舎整備に関する基礎的な調査研究が終了

平成20 世田谷区本庁舎等整備審議会を設置

平成21
世田谷区本庁舎等整備審議会が答申書を

区長に提出

平成22
審議会答申、窓口等のあり方、本庁舎等の

敷地に関する整理・検討を実施

平成23
世田谷区本庁舎等災害対策本部機能強化

検討委員会を設置

平成25 庁舎計画推進委員会検討部会を立ち上げ

平成26 「世田谷区本庁舎等整備方針」策定

平成27
本庁舎整備検討に係る有識者からの意見聴

取を実施

平成28
「世田谷区本庁舎等整備基本構想」策定。区

民説明会を実施。

平成30 「世田谷区本庁舎等整備基本設計」策定

令和3
１期工事開始。これに先立ち一部部署を二

子玉川分庁舎に移転

令和5 ２期工事開始（予定）

令和7 ３期工事開始（予定）

令和9 竣工（予定）




