
松栄堂
畑社長に聞く
「京都で輝く“新・文化庁”」

文
学
作
品
の
中
に
も
香
り
の
記
述
が

多
く
見
受
け
ら
れ
ま
す
ね

　日
本
人
は
四
季
折
々
の
季
節
感
の
中
で

香
り
を
楽
し
む
感
性
を
培
っ
て
き
ま
し
た

が
、飛
鳥
時
代
に
仏
教
伝
来
と
と
も
に
大

陸
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
香
料
に
出
会
う
ま

で
は
、香
り
を
使
う
知
恵
や
技
術
は
ほ
と
ん

ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。香
り
に
つ
い
て
日

本
で
最
も
古
い
記
述
は
日
本
書
紀
に
あ
り

ま
す
が
、そ
の
後
、古
今
和
歌
集
を
は
じ
め

枕
草
子
や
源
氏
物
語
な
ど
平
安
時
代
の
王

朝
文
学
の
中
で
も
香
り
に
関
す
る
表
現
が

多
く
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。今

で
は
茶
道
や
美
術
工
芸
品
、着
物
の
デ
ザ
イ

ン
な
ど
と
も
密
接
に
か
か
わ
る
香
り
は
日

本
を
代
表
す
る
文
化
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　ア
メ
リ
カ
で
松
栄
堂
の
商
売
を
説
明
す

る
際
に
、日
本
の
香
り
と
い
う
も
の
を
な
か

な
か
理
解
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

千
年
前
に
書
か
れ
た
小
説
で
あ
る
源
氏
物

語
に
描
か
れ
て
い
る
香
り
を
作
っ
て

い
る
会
社
だ
と
言
う
と
、非
常
に
驚
か
れ
、

興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
で
は

お
香
が
見
直
さ
れ
て
い
ま
す

　五
感
の
う
ち
触
覚
、味
覚
と
と
も
に
嗅

覚
は
直
接
的
な
接
触
な
し
で
は
出
会
う
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　こ
う
し
た
中
、今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
で
は

リ
ア
ル
で
し
か
得
ら
れ
な
い
情
報
が
改
め

て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。四

条
烏
丸
と
東
京
・
青
山
で
は
、お
香
の
新
し

い
形
を
提
案
す
るLisn(

リ
ス
ン)

と
い
う

ブ
ラ
ン
ド
を
展
開
し
て
い
ま
す
が
、こ
こ

で
は
商
品
を
お
香
と
は
呼
ば
ず
に「
イ
ン

セ
ン
ス
」と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
。ブ

ラ
ン
ド
を
立
ち
上
げ
た
平
成
元
年
頃
は
イ

ン
セ
ン
ス
と
い
う
言
葉
が
そ
れ
ほ
ど
認
知

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、お
香
を「
イ

ン
セ
ン
ス
」と
呼
び
続
け
、新
た
な
文
化
を

築
き
上
げ
る
努
力
を
惜
し
ま
ず
、よ
う
や

く
新
聞
や
雑
誌
で
も
普
通
に
そ
の
言
葉
が

使
わ
れ
る
ま
で
に
普
及
し
ま
し
た
。平
成

20
年
の
広
辞
苑
第
六
版
に「
イ
ン
セ
ン
ス
」

と
い
う
言
葉
が
掲
載
さ
れ
た
時
は
、日
本

語
と
し
て
よ
う
や
く
認
め
ら
れ
た
証
拠
だ

と
社
員
一
同
、大
変
感
激
し
ま
し
た
ね
。

　松
栄
堂
の
店
舗
で
は
出
会
う
こ
と
が
出

来
な
い
、お
香
に
馴
染
み
の
な
い
人
に
つ

な
が
るLisn

で
の
全
く
違
う
生
活
文
化
の

提
案
は
、中
途
半
端
に
お
香
を
ア
レ
ン
ジ

メ
ン
ト
す
る
の
で
は
な
く
、こ
だ
わ
る
と

こ
ろ
は
き
ち
ん
と
こ
だ
わ
る
、許
さ
れ
る

べ
き
と
こ
ろ
は
き
ち
ん
と
展
開
す
る
こ
と

が
京
都
に
店
を
構
え
る
も
の
の
責
任
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。

新
・
文
化
庁
へ
期
待
す
る
こ
と
を

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い

　文
化
庁
の
京
都
移
転
を
機
に
京
都
経

済
同
友
会
で
は「
文
化
と
経
営 

研
究
委
員

会
」を
立
ち
上
げ
、そ
の
委
員
長
を
務
め
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。文
化
の
力
は
経
済

活
動
の
知
恵
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
考
え

て
い
ま
す
が
、文
化
を
い
か
に
経
営
に
つ

な
げ
る
か
と
発
想
し
た
段
階
で
、文
化
そ

の
も
の
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
の
委
員
会
で
は
、京
都
を
舞
台
に
仕
事

を
し
て
い
る
経
営
者
一
人
ひ
と
り
が
文
化

と
経
営
を
主
題
と
し
て
多
く
の
事
例
に
学

び
、様
々
な
角
度
か
ら
議
論
を
重
ね
て
い

く
場
に
な
れ
ば
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　ま
た
、京
都
に
お
越
し
に
な
る
文
化
庁

の
職
員
さ
ん
に
は
、京
都
と
い
う
テ
ー
マ

パ
ー
ク
の
無
料
の
年
間
パ
ス
ポ
ー
ト
を
有

効
に
活
用
し
て
欲
し
い
で
す
ね
。例
え
ば

清
少
納
言
の
枕
草
子
の
冒
頭
に
記
さ
れ

て
い
る「
春
は
あ
け
ぼ
の
。や
う
や
う
し

ろ
く
な
り
ゆ
く
山
ぎ
は…

」に
思
い
を
馳

せ
な
が
ら
早
暁
の
東
山
を
眺
め
る
な
ど
、

千
年
前
の
歴
史
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
当
事

者
と
し
て
自
分
が
い
る
こ
と
、そ
の
時
代

の
人
た
ち
の
物
差
し
で
お
も
ん
ぱ
か
る
楽

し
さ
を
、日
々
の
生
活
の
中
で
常
に
意
識

さ
れ
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。先
日
、地

域
文
化
創
生
本
部
の
職
員
の
方
々
に
研

修
の
一
環
と
し
て
聞
香
体
験
を
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。こ
の
よ
う
に
実
際
に
い
ろ

ん
な
こ
と
を
経
験
さ
れ
る
こ
と
で
、京
都

で
の
勤
務
が
有
意
義
な
も
の
に
な
る
と

期
待
し
て
い
ま
す
。

新・文化庁に
エール

京都御苑にほど近い松栄堂は、江戸時代からの暖簾を守り続けている創業300年を超える老舗企業。伝統に培わ
れた豊かな経験や技術力などから、常に新しい香りを創造しています。今回は、本店の南隣にある香りの情報発信
拠点「薫習館」において、同社の畑正高社長から日本の精神文化とともに育まれてきたお香の魅力や、2022年度
中に京都における業務開始を目指す新・文化庁へ期待することなどを、文化庁 地域文化創生本部の安井順一郎
事務局長がお伺いしました。

ようこそ！わが社のミュージアムへ
天井から吊り下がる大きな白い箱や壁面いっぱいの熱帯雨林のパネル、それに香
りの柱など。斬新な展示方法で館内を散歩するように体感できる香り文化の情報
発信拠点。2階の松寿文庫展示室では香りに関する様々な企画展も開催。

中京区烏丸通二条上ル東側　TEL：075-212-5590
http://www.kunjyukan.jp/

薫習館

文化庁 地域文化創生本部　安井事務局長

聞香体験をする地域文化創生本部の職員

松栄堂　畑社長

地域文化創生本部だより Vol.13

無　料
※松寿文庫展示室での企画展についてはHPでご確認ください
※新型コロナウイルス感染症の影響により、変更となる場合がありますのでご来館前にお問い合わせください

入館料 10：00～17：00（不定休）開館時間

【文化庁 地域文化創生本部】 TEL:075-330-6720（代表）　東山区東大路通松原上ル三丁目毘沙門町43-3
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