
こ
れ
ま
で
の
こ
と 文

化
で
ひ
ら
く
未
来
へ
の
扉

〜
文
化
政
策
を
振
り
返
っ
て

1
9
9
9
（
平
成
11
）
年
の
区
長
就
任
以
来
、﹁
文
化
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
﹂
を
掲
げ
、
さ
ま
ざ

ま
な
文
化
施
策
を
展
開
し
て
き
た
高
野
之
夫
区
長
。
財
政
難
の
中
、
な
ぜ
﹁
文
化
﹂
を

打
ち
出
し
た
の
か
、
区
長
を
突
き
動
か
し
た
も
の
は
何
だ
っ
た
の
か
。
そ
の
原
点
を
た
ど
り
、

こ
れ
ま
で
の
歩
み
を
振
り
返
る
と
と
も
に
、
今
後
の
ビ
ジ
ョ
ン
ま
で
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

高
野
之
夫
区
長
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
：
吉
本
光
宏
（
ニ
ッ
セ
イ
基
礎
研
究
所
主
席
研
究
員
・
芸
術
文
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
室
長
）



﹁
文
化
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
﹂
の
原
点
に
あ
る
も
の

│
文
化
政
策
に
つ
い
て
振
り
返
る
と
い
う
こ
と
で
、
区
長
就
任
前
の
文
化
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
に
対
す
る
思
い

を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
お
父
様
の
代
か
ら
古
書
店
を
営
ん
で
お
ら
れ
た
と
う
か
が
い
ま
し
た
。

高
野　

父
親
は
古
書
店
を
経
営
す
る
一
方
で
、
町
会
長
も
務
め
て
い
ま
し
た
。
私
は
い
つ
も
本
に
囲
ま
れ
て
い
る
環

境
で
育
ち
ま
し
た
。
大
学
2
年
生
の
時
に
父
親
が
亡
く
な
り
、
店
を
継
い
だ
わ
け
で
す
が
、
古
書
店
の
商
売
の
お
も

し
ろ
さ
は
、
価
値
を
決
め
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
高
け
れ
ば
売
れ
な
い
し
、
安
け
れ
ば
同
業
者
が
買
っ

て
し
ま
う
。
い
わ
ば
プ
ラ
イ
ス
リ
ー
ダ
ー
的
な
部
分
が
あ
り
、
目
利
き
が
重
要
と
な
り
ま
す
。

│
古
書
店
主
が
本
を
選
び
値
付
を
す
る
と
い
う
行
為
は
、
美
術
館
や
劇
場
が
、
作
品
を
選
定
、
評
価
し
て
、
社

会
的
価
値
を
与
え
る
こ
と
と
似
て
い
ま
す
ね
。
ま
た
、
か
つ
て
池
袋
に
本
店
が
あ
っ
た
芳
林
堂
書
店
に
出
店
さ
れ
て

い
た
そ
う
で
す
ね
。

高
野　

15
年
間
、
芳
林
堂
書
店
の
7
階
に
店
を
構
え
て
い
ま
し
た
。
オ
ー
ナ
ー
か
ら
言
わ
れ
た
の
は
、
店
の
価
値
を

高
め
る
本
屋
を
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
新
刊
書
店
の
な
か
に
古
書
店
を
出
す
と
い
う
勇
気
あ
る
試
み
で
、
稀き

こ
う覯

本
や
限
定
本
な
ど
を
充
実
さ
せ
、
新
刊
書
店
に
は
な
い
魅
力
を
出
そ
う
と
力
を
入
れ
て
い
ま
し
た
。
芳
林
堂
は
文
化

を
育
て
る
と
い
う
意
識
の
あ
る
書
店
で
、
閉
店
し
た
と
き
は
池
袋
の
一
つ
の
文
化
が
消
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
よ
う

な
寂
し
い
思
い
が
し
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
本
に
絶
え
ず
接
し
て
い
た
こ
と
は
、
文
化
へ
の
興
味
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
充
実
し
た
図
書
館
を

高
野
之
夫
︵
た
か
の
・
ゆ
き
お
︶

1
9
3
7
年
豊
島
区
生
ま
れ
。

豊
島
区
立
池
袋
第
五
小
学
校

卒
業
。
60
年
立
教
大
学
経
済

学
部
卒
業
。
83
年
５
月
～
89
年

６
月
豊
島
区
議
会
議
員
︵
2

期
︶、
89
年
７
月
～
99
年
3
月

東
京
都
議
会
議
員
︵
3
期
︶、

99
年
4
月
、
豊
島
区
長
に
就
任
。
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つ
く
り
た
い
と
い
う
思
い
も
あ
り
、
ゆ
く
ゆ
く
は
図
書
館
長
に
な
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
く
ら
い
な
ん
で
す（
笑
）。

台
東
区
の
ま
ち
づ
く
り
を
間
近
に
見
て

│
そ
の
後
、
区
議
に
な
ら
れ
ま
す
が
、
台
東
区
の
内
山
元
区
長
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

高
野　

古
書
店
経
営
の
傍
ら
区
議
会
議
員
に
な
り
ま
し
た
。
池
袋
は
、
戦
後
の
闇
市
の
勢
い
に
よ
っ
て
発
展
し
て
き

た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
良
い
方
向
に
変
化
す
る
た
め
の
都
市
再
生
に
遅
れ
た
感
が
あ
り
ま
し
た
。

　

住
民
は
池
袋
を
良
い
ま
ち
に
し
た
い
と
真
摯
に
考
え
て
お
り
、
私
は
地
元
か
ら
期
待
さ
れ
、
区
議
会
議
員
に
な
っ

た
ん
で
す
。
し
か
し
、
思
い
は
強
く
て
も
具
体
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
は
少
な
く
、
ま
ち
の
人
か
ら
は
、
し
っ
か
り
と
し
た

ポ
リ
シ
ー
や
目
標
を
持
ち
、
期
待
に
応
え
て
勉
強
し
な
さ
い
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
文
化
を
中
心
に
し
た
ま

ち
づ
く
り
を
し
て
い
る
例
と
し
て
台
東
区
の
内
山
榮
一
さ
ん（
元
台
東
区
長
※
1

）の
と
こ
ろ
で
修
業
し
た
ら
ど
う
か
と

教
え
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
。
ユ
ニ
ー
ク
な
ア
イ
デ
ア
マ
ン
で
、
バ
ブ
ル
前
の
財
政
が
豊
か
な
時
代
に
、
思
い
切
っ

た
行
政
改
革
を
し
な
が
ら
文
化
を
中
心
と
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
し
て
い
る
区
長
で
し
た
。
私
が﹁
鞄
持
ち
を
や
ら
せ

て
下
さ
い
﹂と
お
願
い
す
る
と
、
豪
快
に﹁
い
い
よ
﹂と
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　

内
山
さ
ん
は
当
時
か
ら
学
校
統
廃
合
を
行
っ
た
り
、
上
野
浅
草
の
江
戸
文
化
の
歴
史
を
支
え
な
が
ら
政
策
を
進
め

た
り
し
て
い
ま
し
た
。
平
山
郁
夫
さ
ん
や
永
六
輔
さ
ん
、黛
敏
郎
さ
ん
な
ど
文
化
人
と
の
交
流
も
あ
り
ま
し
た
。﹁
文

化
の
な
い
所
に
ま
ち
の
発
展
は
な
い
﹂と
絶
え
ず
口
に
し
て
い
て
、
私
も
、
豊
島
区
を
、
最
終
的
に
は
文
化
が
光
り

輝
く
台
東
区
の
よ
う
に
し
た
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
30
年
前
、
一
区
議
会
議
員
だ
っ
た
私
が
、
本
気
で

※
1 

内
山
榮
一

︵
1
9
1
1
│
2
0
1
2
︶　

台
東
区
議
会
議
員
、
東
京
都

議
会
議
員
を
経
て
、
1
9
7
5

年
台
東
区
長
に
初
当
選
。

93
年
4
月
ま
で
4
期
16
年
に

わ
た
り
区
長
を
務
め
た
。
住

民
参
加
の
区
政
を
推
進
、
独
創

的
な
文
化
観
光
施
策
で
﹁
ア
イ

デ
ア
区
長
﹂
の
呼
び
名
で
親
し

ま
れ
た
。
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区
長
に
な
り
た
い
と
大
そ
れ
た
こ
と
を
思
っ
た
の
で
す
。

　

そ
う
し
て
区
長
に
な
っ
た
わ
け
で
す
が
、
就
任
し
て
初
め
て
、
豊
島
区
が
惨
た
ん
た
る
財
政
状
況
だ
と
い
う
こ
と

を
知
り
ま
し
た
。
1
9
9
0（
平
成
2
）
年
の
段
階
で
は
、財
政
状
況
も
よ
く
区
の
借
金
も
ゼ
ロ
で
し
た
。
99（
平
成
11
）年
、

私
が
区
長
に
就
任
し
た
と
き
に
は
借
金
が
8
7
2
億
円
も
あ
り
、
庁
舎
を
建
て
る
た
め
の
貯
金
も
使
い
果
た
し
て
、

実
際
に
使
え
る
貯
金
は
36
億
円
の
み
で
、
区
民
一
人
当
た
り
33
万
6
千
円
も
の
借
金
が
あ
っ
た
の
で
す
。

　

90
年
か
ら
99
年
の
10
年
間
で
は
ほ
と
ん
ど
人
員
削
減
を
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
約
3
0
0
0
人
あ
っ
た
人

員
を
、
こ
の
10
年
間
で
約
2
0
0
0
人
ま
で
減
ら
し
ま
し
た
。
人
を
減
ら
せ
ば
、
事
業
を
減
ら
す
と
と
も
に
、
施
設

も
減
ら
さ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
基
本
的
な
構
造
改
革
と
し
て
取
り
組
ん
で
き
た
こ
と
で
す
。

　

い
ま
で
は
、
借
金
が
約
2
7
0
億
円
、
区
民
一
人
当
た
り
3
万
円
ほ
ど
に
ま
で
縮
小
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
状
況

の
中
、
経
営
努
力
を
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
す
が
、
将
来
へ
の
目
標
を
も
つ
こ
と
も
大
事
で
し
た
。
そ
の
時
に
文

化
が
重
要
だ
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。
景
気
が
悪
く
な
る
と
ま
ず
文
化
予
算
を
切
る
と
考
え
が
ち
で
す
が
、
私
は
逆
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。

大
胆
な
組
織
改
革
を
行
い
、
文
化
を
主
軸
の
ひ
と
つ
に

高
野　

私
が
区
長
に
就
任
し
た
当
初
は
、
区
長
部
局
の
中
で
文
化
政
策
を
専
門
と
す
る
組
織
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
れ
を
何
と
か
内
側
か
ら
変
え
る
努
力
を
し
ま
し
た
。
文
化
政
策
の
専
門
組
織
と
し
て
、
2
0
0
1（
平
成
13
）年
度

に
地
域
文
化
課
、
03（
平
成
15
）年
度
に
は
同
課
を
継
承
す
る
文
化
デ
ザ
イ
ン
課
を
設
置
し
ま
し
た
。
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そ
の
後
、
文
化
と
産
業
部
門
と
を
融
合
さ
せ
る
た
め
、
2
0
0
6（
平
成
18
）年
度
に
文
化
商
工
部
を
つ
く
り
ま
し
た
。

図
書
館
に
つ
い
て
は
、
教
育
委
員
会
か
ら
区
長
部
局
の
文
化
商
工
部
に
管
轄
を
移
し
ま
し
た
。
現
在
、
文
化
商
工
関

係
の
担
当
職
員
が
90
人
近
く
も
お
り
ま
す（
p
24
〜
26
参
照
）。
加
え
て
、（
公
財
）と
し
ま
未
来
文
化
財
団（
P
86
〜
93
参
照
）

も
あ
り
ま
す
。

　

図
書
館
を
区
長
部
局
に
移
管
し
た
後
、
サ
ー
ビ
ス
業
な
の
だ
か
ら
中
央
図
書
館
は
24
時
間
、
年
中
無
休
に
せ
よ
と

指
示
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
や
は
り
コ
ス
ト
面
な
ど
の
諸
事
情
が
あ
り
、
現
在
は
22
時
ま
で
、
休
館
日
は
月
2
回
と

い
う
体
勢
で
開
館
し
て
い
ま
す
。
移
転
前
の
中
央
図
書
館
で
は
、
1
日
平
均
1
0
0
0
人
だ
っ
た
利
用
者
が
、
現
在

で
は
1
日
平
均
3
0
0
0
〜
4
0
0
0
人
ま
で
増
え
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
、
今
後
、
日
本
一
の
来
館
者
数
を
誇
る
図

書
館
に
な
る
だ
ろ
う
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

あ
う
る
す
ぽ
っ
と（
豊
島
区
立
舞
台
芸
術
交
流
セ
ン
タ
ー
・
P
62
参
照
）を
つ
く
っ
た
と
き
も
、﹁
最
初
か
ら
赤
字
を
出
す

よ
う
な
文
化
政
策
を
な
ぜ
進
め
る
の
か
﹂と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
最
初
か
ら
赤
字
と
い
う
考
え
を
持

っ
て
い
た
ら
、
文
化
は
育
ち
ま
せ
ん
。
文
化
は
す
ぐ
答
え
が
出
る
も
の
で
は
な
く
、
投
資
を
す
る
こ
と
で
ま
ち
が
育

ち
、
文
化
が
育
ち
、
結
果
と
し
て
ま
ち
が
賑
わ
い
、
収
入
や
財
政
状
況
も
変
わ
っ
て
く
る
の
で
す
。

│
ぜ
ひ
、
全
国
の
自
治
体
の
首
長
に
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
読
ん
で
ほ
し
い
で
す
ね
。
高
野
区
長
の
よ
う
に
文

化
に
対
す
る
方
針
が
ぶ
れ
な
け
れ
ば
い
い
の
で
す
が
、
や
は
り
、
文
化
よ
り
も
福
祉
に
力
を
入
れ
る
べ
き
、
と
い
っ

た
議
論
に
な
り
が
ち
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

高
野　

行
政
の
基
本
は
や
は
り
、
教
育
と
福
祉
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
上
で
文
化
や
環
境
、
健
康
政
策
な
ど
を
展
開
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し
て
い
く
。
確
か
に
組
織
と
し
て
文
化
に
比
重
が
か
か
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
文
化
と
い
う
も
の
は
何
度
も
申
し

ま
す
よ
う
に
、
す
ぐ
に
効
果
が
現
わ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ぶ
れ
ず
に
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
素
敵
な
人
が

集
ま
り
、
賑
わ
う
。
そ
れ
に
、
何
よ
り
も
お
金
を
か
け
て
い
な
い
ん
で
す
よ
。

　

就
任
当
時
の
財
政
は
ひ
ど
い
状
況
で
し
た
が
、
そ
の
情
報
は
外
に
出
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
ま
ず
、
す
べ

て
の
情
報
を
出
す
よ
う
指
示
し
ま
し
た
。
財
政
白
書
、
人
事
白
書
、
施
設
白
書
と
い
う
よ
う
に
す
べ
て
の
情
報
を
出

し
て
も
ら
い
、
状
況
を
把
握
し
ま
し
た
。
財
政
破
綻
寸
前
だ
っ
た
ん
で
す
。
も
し
財
政
が
破
綻
し
た
ら
、
豊
島
区
に

住
む
人
は
誰
も
い
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

│
財
政
再
建
へ
の
切
り
札
が
、
な
ぜ﹁
文
化
﹂だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
？ 

高
野　

決
し
て
ハ
コ
モ
ノ
を
つ
く
る
気
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
財
政
状
況
か
ら
も
無
理
で
し
た
。
し
か
し
文
化

政
策
を
進
め
る
こ
と
で
、
我
々
の
意
識
が
変
わ
り
、
ま
ち
に
元
気
が
出
る
と
思
い
ま
し
た
。﹁
感
動
﹂は
文
化
か
ら

で
な
い
と
得
ら
れ
ま
せ
ん
。
不
安
が
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
す
。
ど
う
し
た
ら
、
文
化
が
育
つ
土
壌
が
つ
く
れ
る
か
、

﹁
ふ
る
さ
と
豊
島
を
想
う
会
﹂（
※
2
）
で
文
化
人
が
集
ま
り
意
見
を
交
わ
す
う
ち
、﹁
文
化
政
策
懇
話
会
﹂（
※
3
）
を
開
い
て
、

豊
島
区
の
文
化
政
策
に
つ
い
て
提
言
し
て
い
た
だ
き
指
針
に
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

 

そ
ん
な
時
、﹁
文
化
は
人
を
元
気
に
す
る
、
そ
し
て
元
気
な
人
が
元
気
な
ま
ち
を
つ
く
る
﹂と
い
う
福
原
義
春
さ
ん

の
お
言
葉
に
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
福
原
さ
ん
は
日
本
の
文
化
を
代
表
す
る
方
で
す
か
ら
、
ぜ
ひ
文
化
提
言
の
た
め

の
懇
話
会
の
座
長
を
し
て
ほ
し
い
と
頼
み
ま
し
た
。
し
か
し
、
福
原
さ
ん
は
銀
座
の
方
で
、
豊
島
区
や
池
袋
を
よ
く

知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
ま
た
、
実
際
に
提
言
を
出
し
て
も
、
行
政
は
他
人
に
書
類
を
つ
く
ら
せ
、
で
き
あ

※
2

ふ
る
さ
と
豊
島
を
想
う
会　

2
0
0
1
年
5
月
発
足
。
﹁
現

在
あ
る
装
置
や
環
境
を
創
意
工

夫
で
十
二
分
に
活
用
し
、
こ
れ

ま
で
市
井
に
隠
れ
、
孤
立
し
て

い
る
知
識
人
た
ち
が
、
分
野
を

越
え
て
連
帯
し
、
相
互
の
世
界

を
理
解
し
、
協
力
し
て
新
し
い

構
想
力
を
生
む
﹂
︵
趣
意
書
よ

り
︶
こ
と
を
目
的
に
2
カ
月
に

1
回
開
催
。
﹁
同
人
た
ち
の
居

酒
屋
で
の
放
談
会
か
ら
始
め

る
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、
参
加
者

︵
も
し
く
は
ゲ
ス
ト
︶の
ひ
と
り

を
中
心
に
話
を
深
め
て
い
き
、

意
見
を
交
換
す
る
と
い
う
サ
ロ

ン
的
な
も
の
と
し
て
機
能
し
た
。
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が
っ
た
ら
机
の
上
に
積
ん
で
お
く
だ
け
、
実
現
し
な
い
の
で
結
局
時
間
も
お
金
も
無
駄
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
理

由
で
一
度
は
お
断
り
さ
れ
ま
し
た
。

│
福
原
さ
ん
は
、
他
の
自
治
体
に
も
同
じ
事
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
豊
島
区
の
こ
と
を
他
と
は
様
子

が
違
っ
た
、
と
提
言
書
の
前
書
き
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。

高
野　

熱
っ
ぽ
く
語
り
何
度
も
説
得
を
続
け
、
最
後
は﹁
提
言
を
い
た
だ
い
た
ら
、
私
は
す
べ
て
を
賭
け
て
、
提
言

通
り
文
化
行
政
を
続
け
ま
す
し
、
絶
対
に
実
現
す
る
の
で
、
福
原
さ
ん
ど
う
か
見
届
け
て
下
さ
い
﹂と
い
う
殺
し
文

句
で
、
文
化
政
策
懇
話
会
の
座
長
を
引
き
受
け
て
い
た
だ
き
、
8
回
す
べ
て
の
会
議
に
出
席
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ

し
て
、
皆
で
決
め
た
事
柄
を
実
行
し
ま
し
た
。
庁
内
の
組
織
改
革
は
相
当
な
も
の
に
な
り
、
役
所
の
組
織
の
な
か
で

は
抵
抗
は
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
自
分
が
や
る
限
り
、
文
化
政
策
は
ぶ
れ
ず
に
や
り
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

文
化
行
政
を
継
続
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
は

│
台
東
区
の
内
山
区
長
の
時
代
、
名
物
区
長
と
し
て
世
田
谷
区
長
の
大
場
啓
二
さ
ん
︵
※
4
）
も
有
名
で
し
た
。
大

場
さ
ん
は
7
期
、
内
山
さ
ん
は
4
期
、
区
長
を
続
け
ら
れ
ま
し
た
。

高
野　

名
物
区
長
だ
っ
た
2
人
が
2
人
と
も
文
化
に
力
を
入
れ
て
い
る
の
が
象
徴
的
で
す
ね
。
逆
に
言
う
と
、
文
化

行
政
に
熱
心
で
は
な
い
区
長
は
短
命
に
終
わ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
わ
た
し
も
区
長
を
長
く
や
ら
せ
て
も
ら
っ
た

の
で
、
こ
う
い
う
形
の
展
開
が
で
き
た
面
も
あ
り
ま
す
。

│
﹁
文
化
行
政
に
熱
心
で
な
い
区
長
は
短
命
に
終
わ
る
﹂、
名
言
で
す
ね
。
大
場
さ
ん
は
世
田
谷
区
長
の
時
に
、

※
3

文
化
政
策
懇
話
会 

2
0
0
2

年
9
月
設
置
。
企
業
メ
セ
ナ
協

議
会
会
長
の
福
原
義
春
氏
を
座

長
に
、
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
を
含
め

計
20
名
の
メ
ン
バ
ー
で
構
成
。

※
4

大
場
啓
二

︵
1
9
2
3
│
2
0
1
1
︶

東
京
都
経
済
局
を
経
て
世
田
谷

区
役
所
に
配
属
。
1
9
7
5
年
、

世
田
谷
区
長
に
就
任
。
７
期

28
年
と
い
う
長
期
に
わ
た
っ
て

区
政
を
牽
引
し
、
文
化
を
中
心

と
し
た
﹁
世
田
谷
モ
デ
ル
﹂
を

つ
く
り
全
国
へ
発
信
し
た
。
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福
祉
や
教
育
と
比
べ
て
、
文
化
の
方
が
幅
広
い
区
民
が
ア
ク
セ
ス
可
能
で
、
区
民
全
員
に
税
金
を
還
元
で
き
る
良
い

方
法
な
ん
だ
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
の
が
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
世
田
谷
の
施
策

は
、
80
年
代
は
美
術
館
を
、
90
年
代
は
劇
場
を
新
し
く
建
て
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
豊
島
区
は
、

ま
ず﹁
に
し
す
が
も
創
造
舎
﹂か
ら
始
め
ま
し
た
。
遊
休
施
設
を
再
利
用
し
、
N
P
O
と
組
ん
で
ソ
フ
ト
か
ら
着
手

す
る
と
い
う
の
は
、
全
国
的
に
見
て
も
先
駆
け
で
す
し
、
時
代
と
共
に
歩
ん
で
い
る
気
が
し
ま
す
。

高
野　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。﹁
に
し
す
が
も
創
造
舎
﹂は
、
廃
校
施
設
利
用
の
ま
さ
に
先
駆
け
で
、
全
国
的

な
発
信
力
の
あ
る
事
業
を
展
開
し
て
い
る
と
と
も
に
、
地
域
を
意
識
し
た
取
り
組
み
も
さ
ま
ざ
ま
実
施
し
て
い
た
だ

き
、
高
く
評
価
し
、
ま
た
、
感
謝
し
て
い
ま
す
。

　
﹁
あ
う
る
す
ぽ
っ
と
﹂を
計
画
し
て
い
た
と
き
に
、
小
田
島
雄
志
先
生
と
意
見
を
交
わ
し
た
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
ま

せ
ん
。
小
田
島
先
生
は
、
こ
の
館
を
育
て
る
に
は
、
3
年
間
、
集
客
率
が
5
割
か
6
割
か
で
も
我
慢
し
な
さ
い
と
言

わ
れ
た
ん
で
す
。
で
も
僕
は
意
地
で
も
毎
回
満
席
に
し
た
か
っ
た
。
区
長
と
し
て
は
文
化
を
広
げ
る
の
が
役
割
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
か
ら
。
劇
場
の
席
を
埋
め
る
こ
と
が
大
事
で
、
観
客
と
役
者
が
一
体
に
な
っ
て
、
は
じ
め
て
感
動
が

生
ま
れ
る
ん
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

│
都
内
の
劇
場
の
な
か
で
も
、﹁
あ
う
る
す
ぽ
っ
と
﹂は
活
発
な
事
業
展
開
を
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

高
野　

杮
落
と
し
を
4
回
も
行
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
必
死
で
チ
ケ
ッ
ト
を
売
り
ま
し
た
。
参
加
し
て
も
ら
う
こ
と
は
、

文
化
行
政
を
進
め
る
う
え
で
重
要
な
こ
と
で
す
。
で
も
無
料
で
見
て
も
ら
う
の
で
は
意
味
が
な
い
。
高
く
て
も
チ
ケ

ッ
ト
を
買
い
、
足
を
運
ん
で
も
ら
わ
な
い
と
、
と
思
い
ま
す
。
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区
民
が
参
加
し
、
協
働
す
る
賑
わ
い
の
あ
る
ま
ち
へ

│
﹁
あ
う
る
す
ぽ
っ
と
﹂の
オ
ー
プ
ン
と
前
後
し
ま
す
が
、
文
化
創
造
都
市
宣
言︵
2
0
0
5
年
・
p
28
参
照
）を
行

っ
た
と
き
の
思
い
は
？

高
野　

文
化
政
策
懇
話
会
終
了
後
に
、
文
化
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
へ
の
決
意
を
あ
ら
た
め
て
表
明
す
る
と
い
う
意
味

で
文
化
創
造
都
市
宣
言
を
行
い
ま
し
た
。
宣
言
の
際
に
は
、
区
民
へ
の
浸
透
の
意
味
も
込
め
て
、
豊
島
区
の
振
興
発

展
に
貢
献
さ
れ
た
54
の
団
体
を
表
彰
し
ま
し
た
。
文
化
政
策
は
施
設
を
つ
く
っ
て
お
し
ま
い
で
は
な
い
の
で
、
行
け

ど
も
行
け
ど
も
な
か
な
か
到
達
し
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
や
り
が
い
が
あ
り
ま
す
。
豊
島
区
の
文
化
政
策
に
関
し
て

は
、
溝
口
禎
三
さ
ん
の
著
書﹃
文
化
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
で
財
政
赤
字
が
消
え
た　

都
市
再
生
豊
島
区
篇
﹄（
※
5
）
に

詳
し
く
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

│
文
化
を
基
軸
と
す
る
ま
ち
お
こ
し
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
行
わ
れ
て
い
る﹁
創
造
都
市
﹂︵
※
6
）
と
同
じ
で
す
。
工

場
の
移
転
な
ど
で
失
業
者
が
増
え
荒
廃
し
た
ま
ち
を
再
生
す
る
と
き
に
、
文
化
が
キ
ー
に
な
り
ま
し
た
。
豊
島
区
に

は
、
実
は
地
域
に
も
い
ろ
い
ろ
な
文
化
資
源
が
あ
り
、
そ
の
振
興
に
も
力
を
い
れ
て
い
ま
す
ね
。

高
野　

豊
島
区
は
狭
い
地
域
の
中
に
、
実
に
多
く
の
文
化
資
源
や
地
域
の
催
し
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
み
ん
な
が
参

加
し
協
働
す
る
と
い
う
の
は
豊
島
区
の
モ
ッ
ト
ー
で
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
文
化
を
活
か

し
な
が
ら
、
区
民
の
方
に
も
積
極
的
に
参
加
し
て
も
ら
う
こ
と
が
大
切
で
す
。
地
域
の
方
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
の
ひ

と
つ
の
良
い
例
と
し
て
、
池
袋
西
口
公
園
の
野
外
ス
テ
ー
ジ
の
設
置
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
区
民
の
自
発
的
な
カ
ン

※
6

創
造
都
市
︵
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・

シ
テ
ィ
︶  

産
業
構
造
の
変
化

等
に
よ
っ
て
衰
退
し
た
都
市
の

空
洞
化
や
荒
廃
が
浮
き
彫
り
に

な
る
な
か
、
欧
州
で
は
文
化
芸

術
の
創
造
性
を
活
か
し
た
地
域

活
性
化
や
産
業
振
興
策
に
よ
り

都
市
を
再
生
さ
せ
た
成
功
事
例

が
出
現
、
創
造
都
市
と
い
う
概

念
が
形
成
さ
れ
た
。

※
5

﹃
文
化
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
で

財
政
赤
字
が
消
え
た　

都
市
再

生
豊
島
区
篇
﹄　

2
0
1
1
年

め
る
く
ま
ー
る
刊
。
溝
口
禎
三

氏
は
﹁
ふ
る
さ
と
豊
島
を
想
う

会
﹂
事
務
局
長
。　
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パ
で
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。
行
政
が
一
方
的
に
押
し
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
ま
ち
を
盛
り
上
げ
よ
う
と
い
う
自
発
的

な
意
識
の
も
と
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、
絶
え
ず
催
し
が
開
か
れ
て
い
て
、
い
つ
も
賑
わ
っ
て
い
ま
す
。

│
池
袋
に
は
セ
ゾ
ン
美
術
館
、
東
武
美
術
館
︵
※
7
）
も
あ
り
ま
し
た
。
高
野
区
長
が
豊
島
区
長
に
就
任
し
た
の
は

セ
ゾ
ン
美
術
館
の
閉
館
し
た
年
で
す
。
民
間
が
日
本
の
文
化
を
引
っ
張
っ
て
い
た
時
代
で
し
た
が
、
歳
月
の
流
れ
を

感
じ
ま
す
。

高
野　

民
間
は
景
気
の
善
し
悪
し
に
影
響
さ
れ
ま
す
。
バ
ブ
ル
が
弾
け
た
ら
文
化
に
つ
い
て
は
一
番
先
に
撤
退
で
し

ょ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
豊
島
区
の
経
験
を
踏
ま
え
て
も
、
お
金
が
あ
る
と
き
、
景
気
が
良
い
時
に
文
化
が
育
つ
わ

け
で
は
な
く
、
現
在
の
よ
う
に
財
政
状
況
が
厳
し
い
大
変
な
と
き
こ
そ
文
化
が
栄
え
る
き
っ
か
け
が
あ
る
と
感
じ
ま

す
。│

最
後
に
こ
れ
か
ら
の
展
望
を
お
聞
か
せ
下
さ
い
。

高
野　

豊
島
区
の
文
化
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
も
よ
う
や
く
自
他
共
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

２
０
１
２
年
は
区
制
施
行
80
周
年
を
迎
え
、
教
育
も
健
康
も
大
事
で
す
が
、
安
全
安
心
が
す
べ
て
の
面
で
必
要
だ
ろ

う
と
い
う
こ
と
で﹁
安
全
・
安
心
な
文
化
都
市
と
し
ま
﹂を
モ
ッ
ト
ー
に
し
て
い
ま
す
。

　

立
て
直
し
を
図
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
財
政
状
況
も
ま
だ
ま
だ
万
全
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
す
。
一
方

で
、（
仮
称
）芸
術
文
化
資
料
館
を
含
む（
仮
称
）西
部
地
域
複
合
施
設
の
建
設
計
画
も
進
め
て
い
ま
す
し
、
新
庁
舎
は

隈
研
吾
さ
ん
の
設
計
で
す
。
ハ
コ
モ
ノ
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ら
は
必
ず
次
の
世
代
に
評
価
さ
れ

る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
最
小
の
経
費
で
最
大
の
効
果
を
生
む
と
い
う
の
が
行
政
の
基
本
で
す
。
か
け
た
経
費

※
7

セ
ゾ
ン
美
術
館　

西
武
美
術
館

と
し
て
1
9
7
5
年
に
開
館
。

89
年
10
月
セ
ゾ
ン
美
術
館
に

改
称
。

東
武
美
術
館　

92
年
開
館
、

2
0
0
0
年
3
月
閉
館
。　

16



の
何
倍
も
返
っ
て
く
る
と
区
民
に
説
明
を
し
て
い
ま
す
。

│
区
長
の
お
話
を
聞
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
ナ
ン
ト
市
︵
※
8
）
の
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
今
の
フ
ラ
ン
ス
首
相

の
ジ
ャ
ン
＝
マ
ル
ク
・
エ
ロ
ー
氏
が
ナ
ン
ト
市
長
だ
っ
た
と
き
の
文
化
政
策
は
、
文
化
予
算
に
全
予
算
の
15
％
を
投

入
す
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
そ
の
結
果
、
と
に
か
く
多
く
の
人
が
ナ
ン
ト
市
に
住
み
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

優
秀
な
人
材
が
集
ま
り
、
大
学
で
は
最
先
端
の
バ
イ
オ
研
究
が
行
わ
れ
、
新
た
な
バ
イ
オ
産
業
も
生
ま
れ
つ
つ
あ
る

と
聞
き
ま
す
。
長
期
的
な
観
点
で
文
化
に
投
資
し
、
ま
ち
が
大
き
く
栄
え
た
と
い
う
例
で
す
。
豊
島
区
も
そ
の
よ
う

に
な
っ
て
ほ
し
い
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

高
野　

文
化
政
策
は
す
ぐ
に
効
果
が
現
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
や
は
り
長
い
目
で
見
て
も
ら
い
た
い
。
い
い
ま
ち
を

つ
く
る
た
め
に
、
文
化
政
策
を
取
り
入
れ
た
豊
島
区
の
方
向
は
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
1
2
年
11
月
12
日
収
録
）

※
8

ナ
ン
ト
市　

フ
ラ
ン
ス
西
部
、

ロ
ワ
ー
ル
＝
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク

県
の
県
庁
所
在
地
。
1
9
9
5

年
か
ら
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
祭
典

﹁
ラ
・
フ
ォ
ル
・
ジ
ュ
ル
ネ
﹂
が
開

催
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
か
つ
て

の
ビ
ス
ケ
ッ
ト
工
場
を
リ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
し
て
市
民
参
加
型

文
化
政
策
を
推
進
す
る
文
化

施
設
﹁
リ
ュ
ー
・
ユ
ニ
ッ
ク
﹂、

大
規
模
都
市
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
で
あ
る
﹁
ナ
ン
ト
島
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
﹂な
ど
、
積
極
的
、
革

新
的
文
化
政
策
で
知
ら
れ
る
。
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豊
島
区
の
地
域
特
性
と
地
域
資
源

　

豊
島
区
に
は
、﹁
池
袋
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
﹂や﹁
ト
キ
ワ
荘
﹂に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
多
く
の
芸
術
家
が
創
作
活
動

を
行
い
、
交
流
・
切
磋
琢
磨
す
る
な
か
で
、
新
た
な
文
化
芸
術
を
創
造
し
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
地
域

に
は
そ
れ
ぞ
れ
個
性
あ
る
文
化
資
源
が
数
多
く
存
在
し
、
多
様
な
文
化
活
動
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に

池
袋
副
都
心
は
、
わ
が
国
有
数
の
巨
大
タ
ー
ミ
ナ
ル
を
形
成
し
、
様
々
な
文
化
芸
術
発
信
機
能
や
賑
わ
い
の
拠
点
と

な
っ
て
い
ま
す
。

池
袋
モ
ン
パ
ル
ナ
ス

長
崎
・
池
袋
西
口
界
隈
は
、
昭
和
初
期
に
多
く
の
芸
術

家
が
住
み
、
創
作
活
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
パ

リ
の
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
に
ち
な
み
、
詩
人
の
小
熊
秀
雄
が

﹁
池
袋
モ
ン
パ
ル
ナ
ス
﹂と
名
づ
け
る
。

マ
ン
ガ
の
聖
地﹁
ト
キ
ワ
荘
﹂

手
塚
治
虫
、
石
ノ
森
章
太
郎
、
赤
塚
不
二
夫
、
藤
子
不

二
雄
Ⓐ
、
藤
子
・
F
・
不
二
雄
な
ど
が
創
作
活
動
を
行

っ
た
マ
ン
ガ
文
化
の
源
流
。

豊
島
区
の
文
化
政
策
の
概
要

18



舞
台
芸
術
と
活
字
文
化
の
発
信

■　

区
立
劇
場
あ
う
る
す
ぽ
っ
と
、
東
京
芸
術
劇
場

■　

廃
校
を
活
用
し
た
文
化
創
造
拠
点

　
﹁
に
し
す
が
も
創
造
舎
﹂

■　

池
袋
演
劇
祭
、
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
/
ト
ー
キ
ョ
ー

■　

年
間
来
館
者
約
1
0
0
万
人
の
中
央
図
書
館

巣
鴨
地
蔵
通
り
商
店
街

年
間
約
9
0
0
万
人
が
訪
れ
る﹁
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
原

宿
﹂

巨
大
タ
ー
ミ
ナ
ル
池
袋

一
日
の
乗
降
客
約
2
5
0
万
人

年
間
約
2
8
0
0
万
人
が
訪
れ
る
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
シ
テ
ィ

人
の
動
き
が
活
発
な
ま
ち

転
出
、
転
入
に
よ
る
人
口
移
動
が
活
発

昼
間
人
口
は
約
42
万
人
、
夜
間
人
口
の
約
1.
5
倍（
平
成

22
年
国
勢
調
査
）  。
単
身
者
が
多
く
、
約
6
割
が
単
身
世
帯

日
本
一
人
口
密
度
の
高
い
ま
ち

面
積
：
1
3.
0
1
㎢

人
口
：
約
26
万
9
0
0
0
人
（
平
成
25
年
1
月
現
在
）

人
口
密
度
：
ヘ
ク
タ
ー
ル
あ
た
り
2
0
5.
7
人（
平
成
24
年

1
月
現
在 

※
平
成
21
年
に
は
中
野
区
を
抜
き
日
本
一
に
）

駅
が
多
く
利
便
性
の
高
い
ま
ち

﹁
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
﹂発
祥
の
地

染
井
村（
現
在
の
豊
島
区
駒
込
）
の
植
木
職
人
が
品
種
を
改

良
し
て
つ
く
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
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豊
島
区
の
文
化
政
策
の
体
系

　

豊
島
区
は
、
2
0
0
2（
平
成
14
）年
度
の
区
制
施
行
70
周
年
を
契
機
と
し
て﹁
文
化
の
風
薫
る
ま
ち
と
し
ま
﹂の
実

現
を
目
指
し
、﹁
文
化
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
﹂
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
取
り
組
み
が
評
価
さ
れ
、

2
0
0
2
（
平
成
21
）年
に
は﹁
文
化
庁
長
官
表
彰︿
文
化
芸
術
創
造
都
市
部
門
﹀﹂を
受
賞
し
ま
し
た
。

　

一
方
で
、﹁
文
化
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
﹂を
確
実
に
推
進
す
る
た
め
、
区
政
の
な
か
で
文
化
を
重
要
政
策
と
位
置

づ
け
、
様
々
な
形
で
文
化
政
策
の
体
系
や
推
進
体
制
を
整
備
し
て
き
ま
し
た
。

豊島区の文化政策に関する提言
（ 2004年１月） P 2 2参照

文化創造都市宣言
（2005年9月） P28参照

豊島区文化芸術振興条例施行
（2006年4月） P124参照

豊島区文化政策推進プラン策定
（2010年3月） P34、35参照

 文化庁長官表彰
〈文化芸術創造都市部門〉受賞
 （2009年1月）
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豊
島
区
の
文
化
政
策
の
特
徴

　

教
育
委
員
会
の
所
管
で
は
な
く
、
区
長
部
局
に
文
化
商
工
部
を
設
置
し
、
文
化
と
産
業
部
門
と
の
組
織
的
な
融
合

を
図
っ
て
い
る
の
が
特
徴
で
、
文
化
商
工
部
に
は
、
文
化
政
策
の
専
門
組
織
で
あ
る
文
化
デ
ザ
イ
ン
課
や
図
書
館
課

な
ど
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す（
P 

26
参
照
）。
あ
ら
ゆ
る
政
策
分
野
の
中
心
に＂
文
化
＂を
据
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
政
策
分

野
の
融
合
を
図
り
、
総
合
的
な
ま
ち
づ
く
り
の
デ
ザ
イ
ン
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
あ
た
っ
て
は
、

区
民
、
民
間
企
業
、
大
学
、
N
P
O
な
ど
多
様
な
主
体
と
積
極
的
に
連
携
・
協
働
し
て
い
ま
す
。

都市イメージの向上／地域ブランドの創出

安定した経済力

地域への誇りと愛着

豊島区の
文化による
まちづくり

文化

文化
芸術
団体

地域
団体

行政

民間
企業 NPO

区民 大学

健康

子育て
教育

福祉

福祉・教育と
文化の融合

都市
再生

安全
安心 まちづくりと文化の連携

環境参加
協働

環境都市
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豊島区の文化政策に関する提言　豊島区における文化政策の方向（抜粋）　　　　
20 04（平成16）年1月　豊島区文化政策懇話会

基本方針

文化が牽引する都市の再生～ユニバーサルデザインを基調とする文化都市
■ 文化的活動は、挑戦する精神と豊かな判断力を育み、人々の生活と環境に革新＝イノヴェーションをもたらすもの   
である。
■ 文化とは、人間がより良く生きようとする行為の過程とその結果である。それが活性化した時、地域とそこに暮らす人々
はその成果を享受するとともに、都市を創造的に再生する総合力を有することになる。
■ 文化・芸術活動をはじめとする一つひとつの事業や施策の存在意義を高め、より活性化させながら、人々の希求
する活き活きと快適に暮らし続けることのできるまちづくりに、いかにしてつなげていくかという意識改革とその取り組みこ
そが文化政策である。
■ 文化政策は、文化・芸術はもとより、区民生活・福祉・環境・教育・産業・まちづくり等、幅広い生活全般に関
わるものであり、個別分野の施策として捉えるだけでなく、都市政策あるいは都市デザイン全体に関わる総合的な政
策として位置づけることが必要である。
■ 様々な文化資源の再発見、再評価に努めるとともに、豊島区固有の産業集積と文化を結びつけ、新たな文化
創造や産業の活性化につなげていくことが重要である。
■ 豊島区らしさ＝豊島区独自の文化とは、区民、行政、NPO、大学、企業等、多様な主体が取り組む文化政策の
集積とその結果にほかならない。区は、これからの文化政策の方向づけを明らかにするとともに、それぞれの主体が自律
的に行う文化的活動への支援やネットワークの構築等、創造的な環境の整備を積極的に図る必要がある。

文化特区～文化クラスターによる創造的なまちづくりへの挑戦

〈文化と都市再生をキーワードとして築く「としま文化特区」構想〉
■ 区内のそれぞれの地域において、多様な主体による創造的な文化的活動が活発に行われ、それが区民に享受
されるとともに、まちづくりや産業、福祉、教育、環境、青少年育成など諸分野の施策とも結びついて、豊島区全体
が活力をもって発展していくことをめざす。
■ そのため、豊島区の地域全体を「文化特区」として位置づけ、上記の考え方により、様々な文化・芸術活動が円
滑かつ活発に実践できるような仕組みと環境づくりを図ることが必要である。　　　　　　　　

〈文化クラスターの形成〉
■ 本懇話会は、「文化特区」を具現化するための核をなす考え方として、「文化クラスター」の形成を提案する。
■ 文化クラスターは、区内に点在する文化資源を再発見、再評価し、文化芸術を中心にこれらを結びながら、まちづ
くりや暮らしの中に位置づけていく考え方であり、各文化クラスターそれぞれが関連をもち、相互に影響しあいながら新し
いものが創出される仕掛けである。
■ 文化クラスターは、区民も含め、次 と々新しく発想していける構造をもち、他分野との交流・連携によって相乗効果
を図るものである。
■ したがって、本提言書に例示したクラスターにとどまらず、区民や様々な文化の担い手が発想を次々に加えていき、
文化的活動の活発化を図りながら、多元的かつ重層的な文化特区を構成することが望まれる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下、略）

施策の方向　※骨子のみ掲載

■ 『としま文化特区構想』実現のための3つの取り組み

1 芸術文化創造環境づくり
    ● 質の高い芸術文化創造環境の整備
    ● 文化の担い手、推進者等の人材育成
    ● 区政全般を牽引する文化政策の推進

2 パブリックライフを楽しめる環境づくり
    ● “広場・公園・通り”を文化活動の場として活用する
    ● 文化施設（公・民）の機能の活性化と連携

3 豊島区らしい風景づくり
    ● コンビビアルな（賑わいにあふれた）生活文化空間の創出
    ● 文化資源の再発見、編集、創造
    ● 新たな文化産業の創造
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　私の豊島区との関わりは2002年、「豊島区文化政策懇話会」の座長をお引き受けしたこ

とから始まります。しかし、最初にこのご依頼をいただいた際には、その有効性に少し懐

疑的でした。私自身は銀座に本拠を置く企業の経営者で、豊島区とは何のゆかりもありま

せん。また、それまで幾つかの地域の文化行政について意見を述べる機会がありましたが、

骨折り損のように何の成果も実現されないことが極めて多かったからです。

　しかし、高野区長の文化を基軸としたまちづくりにかける思いは極めて真剣なものであ

りました。私は高野区長の「提言をいただいたら、私はすべてをかけて提言に沿った文化

行政を遂行します。絶対に実現するので、どうか見届けて下さい」という約束を信じ、豊

島区のまちづくりにご協力をすることとなり、埼玉大学の後藤和子先生らと力を合わせ、

平成16年1月に豊島区の文化政策に関する提言をさせていただきました。

　その後、区制施行80周年を迎えた2012年に至るまでの間、豊島区の文化政策の発展は

まさに驚くべきものでした。2005年には文化創造都市宣言、2006年3月には文化芸術振興

条例の制定、2007年には新中央図書館と舞台芸術交流センター「あうるすぽっと」の開設

と矢継ぎ早に新たな芸術文化創造環境を整備するとともに、私自身顧問を務めさせていた

だいている「としま文化フォーラム」などにおいて文化の担い手育成にも積極的に取り組

まれました。その結果として2009年1月に文化庁長官表彰＜文化芸術創造都市部門＞を受

賞されたことが、高野区長の約束が実現したことの確かな証明であるといえるでしょう。

　区制施行90周年、100周年と続く今後も、この10年間のまちづくりで育んだ基盤をも

とに、豊島区で創られた豊かな文化が全国へ発信され続けることを願ってやみません。

区制施行 80周年に寄せて
豊島区の文化政策、その発展

（株）資生堂　名誉会長　福原義春（豊島区文化政策懇話会座長）
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文
化
部
門
と
商
工
部
門
の
組
織
的
な
融
合
、
そ
の
流
れ
（
平
成
15
〜
24
年
度
）
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区
長
部
局
に
お
け
る
文
化
商
工
担
当
組
織
の
事
業
経
費
の
推
移

27



文
化
創
造
都
市
宣
言

わ
た
し
た
ち
の
ま
ち
、
豊
島
区
は
、
多
様
な
人
々
が
夢
を
描
き
、
営
み
を
重
ね
な
が
ら
、

彩
り
豊
か
な
文
化
と
芸
術
を
は
ぐ
く
ん
で
き
ま
し
た
。

歴
史
と
伝
統
を
受
け
継
ぎ
、
こ
れ
を
糧
と
し
て
、
次
の
世
代
に
伝
え
る
新
た
な
文
化
を
創
造
し
、

世
界
へ
発
信
す
る
こ
と
は
、
わ
た
し
た
ち
の
望
み
で
あ
り
、
使
命
で
す
。

わ
た
し
た
ち
が
享
受
し
、
創
造
す
る
文
化
は
、
癒い

や

し
と
勇
気
を
与
え
、

生
き
る
力
を
も
た
ら
し
、
ま
ち
に
新
た
な
魅
力
と
輝
き
を
生
み
出
し
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
は
、
文
化
を
通
じ
て
相
互
に
理
解
し
、
共
感
し
、
尊
重
し
合
う
心
を
育
て
、

人
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
何
よ
り
も
大
切
に
し
な
が
ら
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
と
協
働
し
、

い
き
い
き
と
し
た
地
域
社
会
づ
く
り
を
進
め
ま
す
。

未
来
に
向
け
て
、
わ
た
し
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
担
い
手
と
な
り
、
誇
り
と
活
力
に
満
ち
た
文
化
の
風
薫
る
ま
ち
、

豊
島
区
を
築
い
て
い
く
こ
と
を
決
意
し
、﹁
文
化
創
造
都
市
﹂を
宣
言
し
ま
す
。

平
成
17
年
9
月
22
日　

告
示
第
1
9
3
号
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　現在日本はもちろん世界のどこをみても、「こんなはずではなかった」という状況が続

いています。金融と財政の危機、広がる格差、テロ、温暖化、高齢化など、複雑で相互に

絡み合った問題が山積しています。国民の価値観が急速に多様化していく中で、政治はこ

うした問題を積極的に解決するための政策や制度改革を、国民の十分な理解を得て粘り強

く実行していくのが困難な状況が続いています。

　経済界やメディアなどを含む社会全体も、目に見える短期的成果にばかり目を奪われて、

問題解決に必要な建設的かつ長期的な視野に立った政策や提言ができているとは言い難い

状況です。国民も国全体の長期的利益より目の前の自分の利益に関心をもつ、いわゆるポ

ピュリズムに陥っている感があります。心の荒みは、教育の現場にまで及んでいます。こ

れらが悪循環となって、人々の閉塞感は増すばかりです。

　この状況を打開するのはたやすいことではありませんが、そこで鍵となるのが、文化芸

術のもつ力と、都市のもつ軽快さです。文化芸術は、単に心を慰め、癒しを与えるもの、

つまり「消費」するだけのものではありません。自分を表現し、他と対話し、連帯する能

力と、固定観念から解放され、自由にひらめきを生む力を与えてくれます。問題に前向き

に取り組み、解決を目指す力を一人ひとりに与えてくれる、極めて重要な「投資」なのです。

問題解決のためには新しい政策の導入や制度改革が必要なことは当然ですが、同時にそれ

らを実施していくのはあくまで人間であること、その人間に十分な「やる気」と「モラル」

が必要なことを忘れてはなりません。ここで文化芸術が大きな力をもつのです。

　都市は、個人にこうした文化芸術の力を与え、活躍の場を与えてくれるのに相応しいサ

イズであると言えましょう。国は大きすぎて、市民の毎日の関心にきめ細かく応えること

はできません。逆に都市は、地元に伝わる固有の伝統や歴史、文化財を活用しながら、才

能あるアーティストその他の市民と共に、創造的な企画を実施し、市民の自信と誇りを取

り戻し、若者を惹きつけて地域を活性化することができます。1980年代半ばの欧州で始

められた文化創造都市の構想は、この点に着目した試みで、かなりの成功を収め、日本で

もここ数年各地で試みが始まっています。

　このように都市がそれぞれの特徴を生かしながら、文化芸術の力を個人と社会の力に変

えていく流れが広がっていくことが、日本の明るく活気ある将来をつくる上で重要な役割

を果たします。区制施行80周年を迎える豊島区が、この面ですでに先進的な取り組みを

され、実績を挙げておられることは大きな励みであり、全国の市町村などにとっておおい

に参考になることでしょう。

　豊島区の益々のご発展をお祈りします。

日本の将来と文化創造都市

文化庁長官　近藤誠一
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文化創造都市としまを牽引するシンボルプロジェクトの展開

豊島区の文化政策の基本的な考え方
（豊島区文化政策推進プランより抜粋）

>>
>>

文化 創 造 都 市　としま

文化芸術を担う人材を育て、創造的な活動がまちの魅力と誇りを生み出す都市1

文化芸術活動の成果や過程を身近に体験し、豊かさを享受できる都市2

文化芸術の創造性がまちづくりへ波及し、さらなる活力にあふれていく都市3

文化による地 域 力の創出

豊島区が誇る各地域がこれまで育んできた歴史的・文化的・人的な地域資源をまちづ

くりに活かし、地域の活力を生み出す。

質の高い文化芸術創造環境の整備目標１

地域文化・伝統文化の継承と発展目標2

文化を支え、発展させる人材の育成目標3

まちづくり等との連携による文化政策の推進目標4

福祉と教育における文化活動の展開目標5

文化資源を活かした地域産業の活性化目標6

文化政策がめざす「文化創造都市」とは、文化芸術活動のもつ創造性が

地域経済を含めたまちづくり全般に波及していく姿です。

基本理念
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〈  シンボルプロジェクトの基本方針  〉

>>
>>

新たな都市文化創造の場づくり

池袋副都心の高い利便性に着目し、国内外

へ向けたシティセールスのための交流拠点を設

けます

地域文化の再生と

地域力の創出

豊島区が誇る歴史・文化の再発掘により、

地域文化を再生し、内外へ発信します

他の政策分野との融合

による社会的課題の解決

さまざまな分野に及ぶ課題に対し、創造的な

視点によって新たなる解決策を導きます

ムーブメント
シンボルプロジェクトの推
進によって豊島区から世
界に向け新しい文化の
潮流をつくる

スピード
時代の要請に応えるス
ピーディーな展開

アクション
文化施策全体の牽引
力としてインパクトのある
事業

シンボル
プロジェクト

文化 創 造 都 市  としま

シンボルプロジェクトは豊 島 区の歴 史・文化を再 評 価し、選 択と集 中による

新たな未 来を切り開くためのエンジンです
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2

1
9
8
5
年
、
熊
谷
守
一
氏
の

次
女
・
画
家
の
榧
氏
に
よ
っ
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建
て
ら
れ
た
。
2
0
0
7
年
、

榧
氏
よ
り
収
蔵
す
る
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氏
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全
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、

﹁
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熊
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術
館
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と
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再
オ
ー
プ
ン
し
た
。
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※
4

提
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﹂
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、
福
原
座
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文
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よ
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、
そ
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ら
れ
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い
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エ
ロ
ー
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0
1
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5

月
、
フ
ラ
ン
ス
の
首
相
に
就
任

し
た
。
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