
文
化
庁
移
転

若
い
世
代
を
中
心
に
、
い
け
ば
な
の
普
及
に
取
り

組
む
池
坊
専
宗
さ
ん
と
、
地
蔵
盆
な
ど
地
域
の
風

習
を
守
り
伝
え
る
松
浦
俊
昭
さ
ん
。
文
化
の
継
承

に
ご
尽
力
の
お
二
人
と
門
川
市
長
が
、
京
に
息
づ

く
暮
ら
し
の
文
化
に
つ
い
て
語
り
合
い
ま
す
。

草
木
の
命
に
人
の
命
を
重
ね
る

草
木
の
命
に
人
の
命
を
重
ね
る

暮
ら
し
の
文
化
・
い
け
ば
な

暮
ら
し
の
文
化
・
い
け
ば
な

門
川　
い
よ
い
よ
３
月
27
日
に
文
化
庁
が
京
都
に

移
転
し
て
き
ま
す
。
文
化
庁
で
は
、
生
活
文
化
の

振
興
、
地
域
文
化
の
掘
り
起
こ
し
や
磨
き
上
げ
を

掲
げ
て
い
ま
す
が
、
京
都
発
祥
の
文
化
と
い
え
ば

い
け
ば
な
が
思
い
浮
か
び
ま
す
。
池
坊
さ
ん
は
560

余
年
の
歴
史
を
有
す
る
華
道
家
元
の
家
に
お
生
ま

れ
で
す
が
、
小
さ
い
頃
か
ら
家
業
を
意
識
さ
れ
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
そ
う
で
す
ね
。

池
坊　

は
い
。
子
ど
も
の
頃
は
野
球
に
夢
中
で
、

鴨
川
で
よ
く
練
習
し
て
い
ま
し
た
。
お
花
の
お
稽

古
を
ほ
っ
ぽ
り
出
し
た
こ
と
も
。
高
校
で
は
数
学

者
を
目
指
し
て
慶
応
大
学
理
工
学
部
に
進
学
。
し

か
し
、
い
ざ
入
っ
て
み
る
と
数
学
が
自
分
に
合
わ

な
い
と
気
付
き
、
東
京
大
学
に
入
り
直
し
て
法
学

を
学
び
ま
し
た
。

門
川　
法
曹
界
を
は
じ
め
、さ
ま
ざ
ま
な
選
択
肢
が

あ
る
中
、ど
う
し
て
華
道
を
選
ば
れ
た
の
で
す
か
？

池
坊　
大
学
卒
業
後
に
師
事
し
た
先
生
の
影
響
が

大
き
か
っ
た
で
す
ね
。
愚
直
な
ま
で
に
花
の
命
と

向
き
合
う
姿
勢
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。

い
け
ば
な
は
仏
様
の
前
に
花
を
供
え
る
習
慣
か
ら

生
ま
れ
、
長
い
時
を
経
て
精
神
性
を
伴
う
華
道
へ

と
発
展
し
ま
し
た
が
、「
命
を
見
つ
め
る
」
と
い
う

根
っ
こ
は
今
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。
草そ

う
も
く木
の
命
と
自

分
の
命
を
重
ね
合
わ
せ
る
時
間
は
、
豊
か
で
貴
重

な
も
の
。
そ
れ
を
多
く
の
人
に
感
じ
て
も
ら
い
た

い
と
思
い
、
い
け
ば
な
の
道
を
選
び
ま
し
た
。

門
川　
今
は
、
東
京
で
い
け
ば
な
を
教
え
て
お
ら

れ
ま
す
が
、
若
い
世
代
の
方
々
に
は
ど
の
よ
う
な

印
象
を
お
持
ち
で
す
か
？

池
坊　
和
の
文
化
が
逆
に
新
鮮
な
の
か
、
皆
さ
ん

と
て
も
熱
心
で
す
。
竹
か
ら
器
を
作
っ
た
り
、
山

に
花
を
採
り
に
行
っ
た
り
、
手
間
の
か
か
る
こ
と

も
楽
し
ん
で
い
て
、
日
本
文
化
の
次
代
へ
の
浸
透
・

継
承
に
は
期
待
感
を
持
っ
て
い
ま
す
。

地
蔵
盆
が
き
っ
か
け
と
な
り

地
蔵
盆
が
き
っ
か
け
と
な
り

活
気
づ
く
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

活
気
づ
く
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

門
川　
京
の
夏
の
風
物
詩
・
地
蔵
盆
も
、
い
け
ば
な

と
同
じ
く
京
都
発
祥
で
す
ね
。

松
浦　
は
い
。
そ
の
き
っ
か
け
は
、
京
都
の
ま
ち

の
８
割
を
焼
き
尽
く
し
た
と
い
う
江
戸
末
期
の「
天

明
の
大
火
」。
焼
け
野
原
に
な
っ
た
京
の
ま
ち
で
、

心
の
拠
り
所
を
求
め
、
お
地
蔵
様
を
お
祀ま

つ

り
し
た

こ
と
が
、
や
が
て
町
内
安
全
や
子
ど
も
の
健
や
か

な
成
長
を
願
う
年
中
行
事
・
地
蔵
盆
に
。
昔
は
ト

ウ
モ
ロ
コ
シ
や
サ
ツ
マ
イ
モ
だ
っ
た
お
供
え
物
が
、

ス
ナ
ッ
ク
菓
子
に
な
り
、
最
近
で
は
宅
配
の
フ
ァ

ス
ト
フ
ー
ド
と
い
う
地
域
も
（
笑
）。
時
代
の
趨す

う
せ
い勢

は
あ
り
ま
す
が
、
お
地
蔵
様
へ
の
感
謝
、
人
々
が

心
一
つ
に
と
い
う
願
い
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

池
坊　
い
け
ば
な
発
祥
の
地
・
六
角
堂
で
も
毎
年

開
催
さ
れ
て
い
て
、
地
蔵
盆
は
私
に
と
っ
て
も
身

近
な
存
在
で
す
。
希
薄
に
な
り
つ
つ
あ
る
ご
近
所

の
絆
を
つ
な
ぐ
た
め
に
も
大
切
な
営
み
で
す
ね
。

松
浦　
「
遠
く
の
親
戚
よ
り
近
く
の
他
人
」。
そ
ん

な
言
葉
も
あ
り
ま
す
が
、
顔
の
見
え
る
関
係
の
お

陰
で
、
災
害
時
に
地
域
の
人
が
一
人
暮
ら
し
の
お

年
寄
り
の
も
と
へ
救
助
に
向
か
い
、
無
事
だ
っ
た

と
い
う
事
例
も
。
ま
た
、
地
蔵
盆
を
さ
れ
て
い
る

町
内
で
は
、子
ど
も
の
非
行
率
が
低
い
と
い
う
デ
ー

タ
も
あ
り
ま
す
。

門
川　
素
晴
ら
し
い
で
す
ね
。
私
も
か
つ
て
引
っ

越
し
を
し
た
際
、
新
し
い
土
地
で
地
域
の
人
た
ち

と
仲
良
く
な
れ
た
の
は
地
蔵
盆
の
お
陰
で
す
。
ま

た
、
ま
ち
の
至
る
所
に
あ
る
地
蔵
堂
は
、
ど
れ
も

き
れ
い
に
浄
め
ら
れ
、
花
が
供
え
ら
れ
て
い
る
。

京
都
に
来
ら
れ
た
方
に
そ
の
こ
と
を
お
伝
え
し
、

見
に
行
か
れ
る
と
感
動
さ
れ
ま
す
。
私
も
誇
ら
し

く
思
っ
て
い
ま
す
。

祝

文化芸術の振興を目的として組
織・機能を強化。旧京都府警
察本部本館を改修した庁舎で、
３月27日から業務開始。

壬生寺貫主  松浦 俊昭 さん
昭和42年京都市生まれ。壬生寺
貫主、唐招提寺副執事長。人と
人をつなぐ活動を中心に、法話
講演等を通じて地域文化の普
及・継承に尽力

京都市長  門川 大作
昭和25年京都市生まれ。京
都市教育長を経て、平成20
年に第26代京都市長就任。
現在４期目

門
川
大
作

京
都
市
長

京
都
市
長

池
坊
専
宗
さ
ん
さ
ん

華
道
家
・
写
真
家

華
道
家
・
写
真
家

京
都
に
息
づ
く

生
活
文
化
を
未
来
へ

コ
ロ
ナ
禍
を
乗
り
越
え

コ
ロ
ナ
禍
を
乗
り
越
え

「
人
」
が
つ
な
ぐ
京
都
の
文
化

「
人
」
が
つ
な
ぐ
京
都
の
文
化

門
川　
長
引
く
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
、
地
蔵
盆
を
は

じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
・
地
域
活
動
が
大
き
な
影
響
を

受
け
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
で
の
松
浦
さ
ん
の
地
蔵
盆

な
ど
の
意
義
を
踏
ま
え
た
ご
活
躍
が
心
強
い
で
す
ね
。

松
浦　
一
昨
年
、
地
蔵
盆
を
開
催
し
た
地
域
は
４
分

の
１
ほ
ど
に
。
3
年
や
ら
な
い
と
や
り
方
の
記
憶
も

薄
れ
、
続
け
て
い
く
こ
と
が
難
し
く
な
る
。
そ
こ
で

昨
年
、
壬
生
寺
で
は
感
染
対
策
を
徹
底
し
つ
つ
、
長

さ
108
メ
ー
ト
ル
の
数
珠
を
使
っ
た
「
日
本
一
の
大
数

珠
廻
し
の
会
」
や
「
地
蔵
盆
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」（
市

後
援
）
を
開
催
。
ま
た
、
地
蔵
盆
の
再
開
を
支
援
す

る
相
談
会
で
は
150
件
も
の
相
談
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

門
川　
コ
ロ
ナ
禍
の
下
、
人
と
の
つ
な
が
り
の
大
切

さ
が
再
認
識
さ
れ
ま
し
た
。
３
年
ぶ
り
の
地
域
行
事

に
寄
せ
て
も
ら
う
機
会
も
多
い
の
で
す
が
、
感
染
対

策
が
な
さ
れ
た
会
場
は
い
ず
れ
も
想
定
以
上
の
賑
わ

い
。
皆
さ
ん
、
待
っ
て
は
っ
た
ん
や
な
と
。
そ
う
感

じ
て
、
嬉
し
く
な
り
ま
す
ね
。

松
浦　
壬
生
寺
に
伝
わ
る
「
壬
生
狂
言
」
は
台
本
が

な
く
口
伝
で
す
が
、
鎌
倉
時
代
の
創
始
以
降
700
年
間
、

一
度
も
途
切
れ
ず
続
い
て
き
ま
し
た
。
こ
の
間
、
壬

生
寺
は
３
回
全
焼
し
て
い
ま
す
が
、「
人
の
つ
な
が

り
」
が
あ
れ
ば
伝
承
さ
れ
る
。
伝
統
や
文
化
を
守
る

た
め
に
、
人
の
つ
な
が
り
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

門
川　
池
坊
さ
ん
は
こ
れ
か
ら
の
京
都
・
日
本
の
文
化

の
若
き
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
頼
も
し
い
で
す
。
京
都
が
伝

統
文
化
を
未
来
に
つ
な
ぎ
、
文
化
首
都
と
し
て
発
展
を

続
け
て
い
く
た
め
に
、
大
切
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
？

池
坊　
長
い
年
月
を
か
け
て
蓄
積
さ
れ
た
文
化
は
、

京
都
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
の
源
泉
。
し
か
し
、
そ
の
上

澄
み
を
す
く
っ
て
提
供
す
る
だ
け
で
は
、
次
第
に
先

細
り
し
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
文
化
庁
の
移
転
を
機

に
、
京
都
が
こ
れ
か
ら
も
文
化
の
中
心
地
で
あ
り
続

け
る
た
め
に
は
、
京
都
の
文
化
に
興
味
を
持
ち
「
学

び
た
い
」
と
望
む
市
民
、
学
生
、
外
国
人
や
観
光
客

も
含
め
、
国
内
外
の
多
く
の
方
と
の
絆
を
つ
な
ぐ
。

そ
し
て
、
人
か
ら
人
へ
、
し
っ
か
り
と
伝
え
て
い
く

こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

門
川　
お
二
人
が
お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す
ね
。
こ
れ

か
ら
も
「
人
の
つ
な
が
り
」
を
大
切
に
し
な
が
ら
、

京
都
を
愛
し
て
く
だ
さ
る
皆
様
と
ご
一
緒
に
、
京
都

を
未
来
へ
。
そ
し
て
、
文
化
の
力
で
京
都
を
、
日
本

を
元
気
に
。
暮
ら
し
の
豊
か
さ
に
も
つ
な
げ
て
ま
い

り
ま
す
。
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

［写真中央］
池坊専宗さんによる水仙
の生

しょうか
花（※）。「一見質素

だが、水仙が水仙らし
く、命が感じられるよう
に」（専宗氏談）。
懸命に生きる花の命の凛
とした美しさが際立つ。

※生花
池坊の３つの形式の一つ
で、草

そうもく
木の生きる姿を表現

する形式

華道家・写真家 池坊 専宗 さん
平成４年京都市生まれ。次代を
担う華道家として多くの花展に
出瓶。写真家としても活躍。第
18回京都現代写真作家展新鋭
賞を受賞（2021年）

京の夏の風物詩・地蔵盆の「数珠回し」。子ども
たちが大きな数珠を囲み、僧侶の読経に合わ
せて順々に回す。ゲーム大会など子ども向けの
催しもあり、世代を越えた地域交流の場に。

華道家元池坊（中京区烏丸通六角）家元道場「鶴の間」にて

松
浦
俊
昭
さ
ん
さ
ん

松
浦
俊
昭

松
浦
俊
昭

壬
生
寺
貫
主

壬
生
寺
貫
主

文
化
庁
の
京
都
移
転

文
化
庁
の
京
都
移
転

読
者
プ
レ
ゼ
ン
ト

ア
ン
ケ
ー
ト
に
お
答
え
い
た
だ
い
た
方
の
中
か
ら

抽
選
で
プ
レ
ゼ
ン
ト
が
当
た
る
！

詳
細
は「
京
都
の
こ
れ
か
ら
発
信
局
」

特
設
サ
イ
ト
か
ら（
３
月
10
日
ま
で
）

写真提供：神谷潔様


