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★区役所･出張所･保健所は土･日曜日､ 祝･休日は休みです｡
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桑原 敏武（くわはら としたけ）
渋谷区長

出席者プロフィール

文化のまち　渋谷の発展に向けて文化のまち　渋谷の発展に向けて
日
本
と
海
外
の
文
化
交
流

平成27年新春座談会

無
形
の
文
化
・
心
の
文
化

今
年
目
指
す
こ
と
〜

ア
ジ
ア
の
文
化
を
つ
な
ぎ
渋
谷
か
ら

世
界
に
発
信

こ
れ
か
ら
の
文
化
に
望
ま
れ
る
こ
と

区
長　

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

渋
谷
区
は
、
国
際
的
な
文
化
観
光
都
市
と
し
て
さ
ら
な

る
発
展
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
他
方
、
少
子
高
齢
化
の
た

め
、
将
来
は
人
口
が
減
っ
て
活
力
が
失
わ
れ
る
と
い
う
デ

ー
タ
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
未
来
に
向
け
て

渋
谷
区
が
限
り
な
く
成
長
し
続
け
る
た
め
に
、
文
化
・
芸

術
に
つ
い
て
振
興
を
図
る
こ
と
が
何
よ
り
も
重
要
で
あ
り

ま
す
が
、
ご
出
席
の
西
本
さ
ん
、
矢
幡
さ
ん
、
升
田
さ
ん
か

ら
お
話
を
い
た
だ
き
、
文
化
振
興
に
生
か
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

区
長　

ま
ず
、
西
本
さ
ん
か
ら
、
ご
自
身
が
ど
の
よ
う
な

お
仕
事
を
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
文
化
と
関
わ
り
が
あ
る
の

か
を
教
え
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

西
本　

私
は
指
揮
者
、
イ
ル
ミ
ナ
ー
ト
と
い
う
グ
ル
ー
プ

の
芸
術
監
督
を
し
て
お
り
、「
音
楽
だ
け
に
限
ら
ず
舞
台
全

体
を
創
る
」こ
と
を
し
て
い
ま
す
。
芸
術
は「
風
土
歴
史
が

非
常
に
密
接
な
関
わ
り
」を
持
っ
て
い
ま
す
。
今
ま
で
歴
史

的
に
、
表
に
は
出
て
き
て
い
な
い
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
っ

て
、
本
来
、
文
化
芸
術
と
い
う
の
は「
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ

に
も
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
よ
み
が
え
ら
す
仕
事
」だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。
だ
か
ら
、
日
本
に
残
っ
て
い
る
も
の
を
含
め
て
現

在
掘
り
起
こ
し
を
し
て
い
ま
す
。
2
0
1
3
年
か
ら「
ヴ
ァ

チ
カ
ン
」で
仕
事
を
始
め
た
の
で
す
が
、ヴ
ァ
チ
カ
ン
図
書

館
に
は
歴
史
的
な
も
の
が
ま
だ
多
く
埋
蔵
さ
れ
て
い
ま

す
。
例
え
ば
、
日
本
に
は
戦
国
時
代
に
た
く
さ
ん
の
宣
教

師
が
い
ま
し
た
が
、
文
献
と
し
て
は
ま
だ「
表
」に
な
っ
て

い
な
い
も
の
が
ヴ
ァ
チ
カ
ン
図
書
館
に
は
残
っ
て
い
ま
す
の

で
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
掘
り
起
こ
す
作
業
も
や
っ
て
い
き

ま
す
。
日
本
の
も
の
が
外
国
に
現
存
し
て
い
る
こ
と
は
ま

だ
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
い
ろ
い
ろ
な
可
能
性

を
秘
め
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
始
ま
り
ま
す
。

　

日
本
に
残
る
古
代
か
ら
の
も
の
、
技
術
力
か
ら
つ
く
ら

れ
た
文
化
、
ま
た
、
そ
こ
に
外
国
の
文
化
が
入
っ
て
き
て
つ

く
ら
れ
た
日
本
の
文
化
が
、
こ
の
時
代
に
も
う
一
度
、
極
東

の
国
か
ら
沸
き
起
こ
る
ウ
ェ
ー
ブ
が
で
き
れ
ば
素
晴
ら
し

い
と
思
い
ま
す
。

区
長　

明
治
時
代
は
、
日
本
人
が
自
国
の
文
化
の
評
価
を

高
め
、
売
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
浮

世
絵
な
ど
た
く
さ
ん
の
絵
画
、
仏
像
、
陶
器
な
ど
の
文
化
、

日
本
の
文
化
が
予
期
せ
ず
し
て
海
外
に
流
出
し
ま
し
た
。

矢
幡　

私
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
は
、
人
と
人
、
人
と
物
、
物
と

物
を
結
ぶ
と
い
う
こ
と
で
し
て
、
特
に
文
化
を
通
し
て
国

際
交
流
を
す
る
こ
と
を
継
続
し
て
お
り
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス

映
画
祭
な
ど
海
外
の
も
の
を
日
本
に
た
く
さ
ん
紹
介
も
し

て
き
ま
し
た
が
、
近
年
は
日
本
が
世
界
で
注
目
さ
れ
て
い

る
の
で
、
日
本
か
ら
発
信
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

文
化
以
外
で
力
を
注
い
で
い
る
の
は「
観
光
」で
、
年
々
海

外
か
ら
た
く
さ
ん
の
方
々
が
来
日
さ
れ
、一
人
で
も
多
く
リ

ピ
ー
タ
ー
に
な
る
よ
う
、
ま
た
、
帰
国
さ
れ
て
か
ら
家
族
や

友
人
た
ち
に
日
本
に
ぜ
ひ
行
く
よ
う
に
と
言
っ
て
も
ら
え

る
よ
う
に
、お
手
伝
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　
区
長　

渋
谷
区
は
人
口
減
少
社
会
に
直
面
し
て
い
ま
す
。

そ
の
と
き
に
も
、
賑
わ
い
を
失
い
た
く
な
い
。
そ
の
中
核
に

な
る
の
は「
文
化
」で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。

だ
か
ら
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
で
も
食
文
化
で
も
演
劇
で
も
、
渋

谷
に
あ
る
文
化
を
活
性
化
し
て
、
渋
谷
に
来
て
い
た
だ
け

る
よ
う
に
し
た
い
と
思
う
ん
で
す
。

矢
幡　

渋
谷
の
ま
ち
は
本
当
に
恵
ま
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。

Ｉ
Ｔ
の
ビ
ッ
ト
バ
レ
ー
の
よ
う
に
、
新
し
い
産
業
が
生

ま
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
し
、
東
急
文
化
村
を
は
じ
め

ホ
ー
ル
が
充
実
し
て
い
る
し
、
学
校
も
多
い
で
す
し
、

映
画
館
や
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
も
多
い
で
す
よ
ね
。
そ
れ
で

い
て
、
ち
ょ
っ
と
行
け
ば
明
治
神
宮
や
代
々
木
公
園
な

ど
自
然
に
も
恵
ま
れ
て
い
る
し
、
閑
静
な
住
宅
街
も
あ

り
ま
す
し
、
非
常
に
多
様
性
が
あ
っ
て
、
多
様
な
文
化

も
尊
重
で
き
る
ま
ち
だ
と
思
い
ま
す
。

西
本　

私
は
、
文
化
の
最
も
核
を
成
し
て
い
る
も
の
は
、

「
無
形
の
も
の
」だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。「
な
ぜ
そ
の
表
現
で

そ
れ
を
つ
く
っ
た
の
か
」、
発
想
に
い
た
る
こ
と
と
い
う
も

の
は
無
形
の
も
の
な
の
で
す
か
ら
、「
そ
の
部
分
が
生
き
て

こ
そ
初
め
て
そ
の
物
も
生
き
て
く
る
」わ
け
で
す
。

区
長　

歌
舞
伎
も
常
磐
津
も
日
本
舞
踊
、
民
謡
も
そ
う
か

も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
た
し
か
に
、「
物
の
文
化
」に
は
限
界

が
あ
る
。「
物
の
文
化
」は
飽
き
ら
れ
や
す
い
か
ら
、
や
は

り「
心
の
文
化
」を
追
求
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
例
え
ば
、
渋
谷
区
で
は
明
治
神
宮
の
花
菖
蒲
を

観
る
交
流
会
や
能
楽
鑑
賞
会
な
ど
を
や
っ
て
い
る
ん
で
す

が
、
こ
れ
な
ど
も「
物
の
文
化
」と
い
う
よ
り
は
、「
心
の
文

化
」の
発
見
に
近
い
と
思
う
ん
で
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

目
に
見
え
ぬ
も
の
の
中
か
ら
文
化
を
探
り
あ
て
る
こ
と
が

大
切
で
す
ね
。

矢
幡　

え
え
、
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
で
す
ね
。
私
も
ま
さ
に
今
、

「
無
形
文
化
遺
産
」に
関
し
て
す
ご
く
力
を
注
い
で
い
ま

す
。
文
化
財
の
保
護
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
大
事
な
ん
で

す
が
、
や
は
り「
無
形
の
も
の
」を
大
切
に
し
な
い
と
、
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
れ
か
ら
先
は
な
い
の
で
。
渋
谷

区
も
無
形
文
化
遺
産
に
な
る
よ
う
な
も
の
は
た
く
さ
ん
あ

る
と
思
い
ま
す
し
、
そ
れ
を
東
急
文
化
村
の
よ
う
な
と
こ

ろ
で
い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち
で
紹
介
を
し
て
い
か
れ
る
こ
と

も
、
こ
れ
か
ら
先
は
と
て
も
大
切
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

区
長　

そ
う
で
す
ね
。
そ
れ
は
お
互
い
が
連
携
協
力
し
、

区
民
の
み
な
ら
ず
世
界
に
情
報
発
信
し
て
い
か
な
い
と
い

け
な
い
で
す
よ
ね
。
そ
し
て
、
日
常
的
に
文
化
に「
触
れ
る

機
会
」を
つ
く
っ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
例
え
ば
、
渋
谷
に
は
朝
倉
邸
と
い
う
大
正
時
代
に

で
き
た
お
屋
敷
が
あ
る
ん
で
す
が
、「
持
っ
て
い
る
」だ
け

で
は
価
値
を
生
み
出
し
て
い
か
な
い
。
だ
か
ら
そ
こ
で
お
筝

や
お
花
や
お
茶
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
や
っ
て
人
を
呼

び
込
ん
で
、
日
本
の
文
化
を
知
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
に
し
て

い
ま
す
。
目
に
見
え
ぬ
も
の
に
触
れ
て「
感
じ
る
」こ
と
が

重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

矢
幡　

毎
年
、
京
都
の
世
界
遺
産
の
神
社
仏
閣
を
会
場

に
、
海
外
か
ら
も
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
招
聘
し
て「
日
本
の

文
化
」
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
イ
ベ
ン
ト
を
プ
ロ
デ

ュ
ー
ス
し
て
き
ま
し
た
。「
文
化
と
商
業
」と
の
垣
根
で
難

し
い
こ
と
も
多
々
あ
り
ま
し
た
が
、
今
後
は
ビ
ジ
ネ
ス
と

し
て
も
続
い
て
い
け
な
け
れ
ば
無
形
文
化
遺
産
も
存
続
で

き
な
い
と
思
い
ま
す
。
現
代
に
合
わ
せ
た
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ

ル
を
生
み
出
す
こ
と
が
大
切
で
す
。
ま
た
、
そ
の
地
域
で

暮
ら
す
人
た
ち
が「
参
加
、
貢
献
で
き
る
よ
う
な
文
化
イ

ベ
ン
ト
」の
開
催
も
提
案
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
ず

っ
と
渋
谷
区
民
で
す
が
、
昔
は
よ
く
お
祭
り
が
あ
り
町
内

会
の
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
い
ま
し
た
が 

そ
の
よ
う
な
交
流

も
少
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
。

区
長　

伝
統
文
化
は
、
今
で
も
区
民
の
力
に
よ
っ
て
、
渋

谷
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
金
王
八
幡
宮
の
例
大
祭
の
時
に

は
お
神
輿
が
１
０
９
の
前
に
連
合
渡
御
を
す
る
ん
で
す

が
、
そ
の
と
き
に
す
ご
い
と
感
じ
た
の
は
、
そ
の
神
輿
を

「
福
祉
神
輿
」と
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
今
日
の
時
代
が

高
齢
化
社
会
だ
か
ら
、
お
互
い
が
助
け
合
う
社
会
に
し

な
く
て
は
、
と
い
う
氏
子
の
思
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
う
ん
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
渋
谷
区
で
は
文
化
総
合
セ
ン
タ
ー
大
和
田

の
伝
承
ホ
ー
ル
で
、
区
民
参
加
型
の「
寺
子
屋
」が
あ
り
ま

す
。
市
川
染
五
郎
さ
ん
と
区
民
、
子
ど
も
た
ち
が
歌
舞
伎

を
学
ん
で
、「
金
王
丸
」な
ど
の
英
雄
か
ら
、
新
し
い
文
化

の
創
造
を
し
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
も
の
を
コ
ツ
コ
ツ
と
築

き
上
げ
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

区
長　

升
田
さ
ん
は
、
東
急
文
化
村
の
経
営
者
と
し
て
、

い
か
が
で
す
か
。

升
田　

日
本
の
人
口
は
推
計
で
２
０
５
０
年
に
３
千
万
人

近
く
減
っ
て
、
65
歳
以
上
の
方
が
４
割
以
上
を
占
め
る
そ

う
で
す
。
今
、
東
急
文
化
村
で
は
、
お
年
寄
り
の
生
き
が
い

の
創
造
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
埼
玉
で
蜷
川
幸
雄
さ
ん

が
立
ち
上
げ
た
ゴ
ー
ル
ド
シ
ア
タ
ー
と
い
う
劇
団
が
あ
り

ま
す
が
、
平
均
年
齢
77
歳
の
方
々
が
、
渋
谷
に
通
勤
し
て
、

１
か
月
稽
古
し
て
、
そ
の
あ
と
１
か
月
間
舞
台
を
踏
ま
れ

る
の
で
す
。
ど
の
お
年
寄
り
も
稽
古
が
始
ま
る
と
遅
刻
も

し
な
い
し
、
風
邪
を
ひ
い
た
り
も
し
な
い
。
こ
の
取
り
組
み

は
１
つ
の
誇
り
で
、
国
に
対
し
て
、
生
き
が
い
の
創
造
と
い

う
の
は
、
こ
う
い
う
や
り
方
も
あ
る
ん
で
す
よ
と
い
う
提

案
に
も
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
や
っ
て
い
ま
す
。

区
長　

な
る
ほ
ど
。
そ
れ
で
は
、
渋
谷
の
文
化
で
今
何
が

必
要
だ
と
思
い
ま
す
か
。

升
田　

渋
谷
の
文
化
に
は
根
っ
こ
が
生
え
て
い
な
く
て
は

い
け
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
例
え
ば
、
東
京
国
際
映
画
祭

を
渋
谷
で
立
ち
上
げ
た
の
が
、
六
本
木
の
開
発
が
進
む
と
、

根
っ
こ
が
抜
け
て
そ
っ
ち
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
い
う

こ
と
で
な
く
、
先
ほ
ど
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
お
神
輿
の
よ
う

に
、
ガ
チ
ッ
と
根
っ
こ
が
生
え
る
も
の
を
作
り
直
そ
う
と

「
渋
谷
音
楽
祭
」を
立
ち
上
げ
た
ん
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と

を
ど
ん
ど
ん
広
げ
て
い
き
た
い
。
世
界
平
和
芸
術
祭
み
た

い
な
も
の
を
渋
谷
か
ら
発
信
す
る
ん
で
す
。
お
そ
ら
く
世

界
中
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
協
力
し
て
く
れ
て
、
海
外
の
人

も
、
そ
の
期
間
は
渋
谷
に
行
こ
う
と
い
う
気
持
ち
に
な
る

よ
う
な
、
そ
れ
ぐ
ら
い
の
こ
と
を
渋
谷
で
や
っ
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

区
長　

今
年
は
ど
ん
な
年
に
し
た
い
で
す
か
。

西
本　
「
イ
ル
ミ
ナ
ー
ト
」と
い
う
国
籍
・
国
境
を
越
え
た

芸
術
家
集
団
を
通
じ
て「
ア
ジ
ア
を
文
化
で
つ
な
げ
よ
う
」

と
い
う
こ
と
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。
今
年
か
ら
こ
れ

ま
で
準
備
し
て
き
た
も
の
が
形
に
な
っ
て
き
ま
す
。

矢
幡　

私
も
数
年
前
か
ら
す
ご
く
ア
ジ
ア
に
興
味
を
持

ち
、
足
を
運
ん
で
い
ま
す
。
無
形
文
化
遺
産
も
た
く
さ
ん

あ
り
、
今
年
か
ら
そ
れ
を
紹
介
す
る
イ
ベ
ン
ト
を
始
め
よ

う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
観
光
産
業

と
文
化
関
連
産
業
の
連
動
が
大
切
な
の
で
、
ビ
ジ
ッ
ト
ジ

ャ
パ
ン
大
使
や
渋
谷
の
観
光
大
使
を
務
め
る
中
で
力
を
入

れ
て
い
き
ま
す
。

区
長　

升
田
さ
ん
は
い
か
が
で
す
か
。

升
田　

や
は
り
ア
ジ
ア
を
牽
引
す
る
仕
組
み
み
た
い
な
も

の
は
、
日
本
が
作
っ
た
ほ
う
が
い
い
。
特
に
渋
谷
区
は
文
化

の
る
つ
ぼ
で
も
あ
る
し
、
こ
れ
か
ら
発
信
す
る
の
に
世
界
に

一
番
近
い
ま
ち
だ
と
思
い
ま
す
。
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
に
仕
事

で
行
っ
た
と
き
に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
た
ち
が

渋
谷
で
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
シ
ョ
ー
を
や
り
た
い
と
言
う
ん
で

す
。
パ
リ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
よ
り
も
ミ
ラ
ノ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
よ

り
も
、
ま
ず
渋
谷
で
発
信
し
た
い
ん
だ
と
言
っ
て
い
ま
し

た
。
先
ほ
ど
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
お
神
輿
の
こ
と
も
当
然
そ

う
で
す
し
、
や
は
り「
日
本
に
根
差
し
た
素
晴
ら
し
い
心
の

よ
り
ど
こ
ろ
」の
よ
う
な
も
の
を
き
ち
っ
と
渋
谷
に
残
し
な

が
ら
、
世
界
に
発
信
す
る
仕
組
み
を
つ
く
る
こ
と
が
必
要

だ
と
思
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
区
長
に
援
護
射
撃
を
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

区
長　

な
ん
だ
か
渋
谷
に
対
す
る
注
文
が
出
て
き
た
よ
う

な
感
じ
が
す
る
ん
で
す
が（
笑
）、
西
本
さ
ん
は
渋
谷
区
に

対
し
て
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
。

西
本　

や
は
り「
ア
ジ
ア
の
文
化
観
光
都
市
の
代
表
的
な
モ

デ
ル
ケ
ー
ス
」に
な
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
い
ろ
い
ろ
な
国

か
ら
も
っ
と
人
が
集
ま
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
し
、
そ
う
す

る
こ
と
で
新
た
な「
再
発
見
」も
あ
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
古

い
も
の
や
先
細
り
し
そ
う
な
も
の
が
も
う
一
度
復
活
す
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

区
長　

矢
幡
さ
ん
は
い
か
が
で
す
か
。

矢
幡　

日
本
は
海
外
に
対
し
て
広
報
活
動
が
弱
い
の
で
、

「
海
外
メ
デ
ィ
ア
や
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
の
方
々
を
招

聘
」し
て
Ｐ
Ｒ
の
協
力
を
し
て
も
ら
う
仕
組
み
に
し
た
ら

よ
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
た
だ

け
ま
し
た
ら
幸
い
で
す
。

区
長　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
渋
谷
が
有
形
・
無
形

の
文
化
を
し
っ
か
り
つ
く
ろ
う
と
す
る
の
は
、
一
つ
は
災
害

に
強
い
ま
ち
の
基
盤
づ
く
り
の
原
点
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と

し
て
区
民
が
結
び
つ
く
こ
と
に
あ
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
賑

わ
い
を
失
わ
な
い
ま
ち
に
す
る
こ
と
の
二
点
で
す
。
そ
の
た

め
に
は
、
本
日
の
対
談
者
に
ご
助
言
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、

ご
高
齢
の
方
々
の
た
め
に
、
お
互
い
が
助
け
合
え
る
環
境
、

あ
る
い
は
生
き
が
い
を
感
じ
る
出
番
を
作
っ
て
い
く
こ
と

が
必
要
で
す
。
若
い
人
た
ち
の
た
め
に
は
、
子
育
て
を
し
や

す
く
、
安
心
し
て
働
け
る
、
そ
う
い
う
環
境
を
考
え
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
が
未
来
に
か
け
て
の
渋
谷

の
ま
ち
づ
く
り
の
第
一
歩
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
し

て
、
人
へ
の
や
さ
し
い
気
持
ち
が
平
和
な
社
会
へ
の
貢
献
に

つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

今
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

株式会社コア・エス代表取締役。
アート・カルチャー・トラベル・食の分野に
関連した国際ビジネス、文化交流事業など
のコンサルティングと企画・プロデュースを
手がけている。国土交通省観光庁Visit 
Japan大使、環太平洋地域経済カウンシル
(PBEC)理事、国連UNHCR協会理事、ニュー
ヨーク・メトロポリタンオペラ理事。

矢幡　聡子 氏（やはた さとこ） 升田　高寛 氏（ますだ たかひろ）
株式会社東急文化村代表取締役社長。
「Bunkamura」運営。
※座談会当時

左から升田氏、西本氏、桑原区長、矢幡氏（区長室にて）

み
こ
し

み
こ
し

へ
い

こ
と

み
こ
し

み
こ
し

み
こ
し

け
ん

へ
い

イルミナートフィル芸術監督兼首席指揮者等。（＊）
ロシアで指揮者等ポストを外国人で初めて歴任、約20数か国から指揮者として招聘さ
れる。ヴァチカン国際音楽祭史上初めてアジアから再招聘、同音楽祭を主催する財団よ
り名誉賞を最年少で授与。2014年11月よりオーチャードホール定期演奏会がスタート。
ダボス会議ヤンググローバルリーダーに選出。
＊イルミナートフィルハーモニーオーケストラは西本智実氏のもと2012年に結成された、国籍・国境
を超越する新しいスタイルのオーケストラ。室内楽からオペラ・バレエとの総合芸術を担い、エンター
テイメントな舞台づくりも特色。日本の伝統文化を取り入れたオペラを上演するなど日本文化の世界
発信も行なっている。

西本　智実 氏（にしもと ともみ）

へい

へい


