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ク
リ
ー
ム
ソ
ー
ダ
、花
柄
の
ガ
ラ
ス
食
器
、純
喫
茶
、フ
ィ
ル
ム

写
真
、昭
和
の
ま
ち
並
み
が
再
現
さ
れ
た
レ
ジ
ャ
ー
施
設
な
ど
。

昭
和
時
代
を
華
や
か
に
、楽
し
く
彩
っ
て
き
た
モ
ノ
や
コ
ト
が

今
、若
者
の
間
で“
エ
モ
い
”と
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
る
。

“
エ
モ
い
”と
は
現
代
の

若
者
言
葉
で
、エ
モ
ー
シ
ョ
ナ

ル（
英
語
で
感
情
的
な
と
い

う
意
味
）か
ら
派
生
し
た
と

も
言
わ
れ
、な
ん
と
も
言
い

表
せ
な
い
ほ
ど
心
が
動
か
さ

れ
た
時
な
ど
に
使
わ
れ
る

俗
語
。
特
に
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
や

趣
が
感
じ
ら
れ
た
時
に
よ

く
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

今
、若
者
世
代
が
注
目
し
て
い
る
の
が
、復
刻
版
は
も
ち
ろ

ん
、「
ニ
ュ
ー
レ
ト
ロ
」と
呼
ば
れ
る
昭
和
に
流
行
し
た
モ
ノ
を
ア

レ
ン
ジ
し
た
製
品
。
そ
う
い
っ
た
製
品
の
映
え
写
真
を
自
分
た

ち
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
紹
介
す
る
よ
う
に
な
り
、ど
ん
ど
ん
盛
り
上
が

っ
て
、今
回
の
昭
和
レ
ト
ロ
ブ
ー
ム
は
到
来
し
た
。

た
だ
、ブ
ー
ム
は
今
回
が
初
め
て
で
は
な
い
。
平
成
時
代
に
、

昭
和
大
流
行
は
複
数
回
起
き
て
い
た
。

「
昭
和
レ
ト
ロ
は
、ジ
ャ
ン
ル
と
し

て
確
立
さ
れ
て
い
る
」と
言
う
市

橋
さ
ん
。
復
刻
版
の
製
品
が
作
ら

れ
る
歴
史
は
結
構
長
く
、そ
こ
か

今回のブームが起きるまでの流れを、市橋さんに伺ってみた。
そもそもの発端は、老舗ガラス食器メーカーが出したガラスコップの復刻版。

まず、復刻版製品と、復刻されるまでの物語などがメディアで取り上げられ注目
を集めた。復刻版製品を使って飲食を提供する純喫茶や喫茶店なども登場し、
さらに様々なメディアが紹介。若者世代によるSNSへの投稿とメディアで
の紹介により、短期間で火がついたというのが今回の大きな流れだ。

ブームは、基本的に仕掛け人がいて起こるもの。ほとんどの
場合、仕掛けの部分において企業が大きく関わっていると言う。
人々が求めるものをリサーチしていくと、どうやら昭和のモノや
デザインにたどり着くようだ。そこには当時人気があったモノの
要素を製品に入れ込むことで、懐かしく新しいものとして関心を
集めたいという思惑があるようだ。

オリエンタルビル　日本最古の屋上観覧車  昭和31年

し
こ
に
昭
和
テ
イ
ス
ト
を
用
い
た
り
し
て
、常
に

存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
が
何
か
の
き
っ
か
け
で
突

出
し
た
時
に
ブ
ー
ム
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
教

え
て
く
れ
た
。

二
〇
二
二
年
の
ブ
ー
ム
は「
若
者
＋
Ｓ
Ｎ
Ｓ
」

と
い
う
、現
代
を
象
徴
す
る

組
み
合
わ
せ
が
引
き
起

こ
し
た
と
も
言
え
る

だ
ろ
う
。

昭
和
レ
ト
ロ
な
モ
ノ
を
愛
で
る
時
、

多
く
の
人
は「
懐
か
し
い
」と
言
う
。

懐
か
し
い
と
い
う
言
葉
が
も
つ
本
来
の
意
味
は
、

か
つ
て
慣
れ
親
し
ん
だ
モ
ノ
や
コ
ト
の
記
憶
や
経

験
に
心
惹
か
れ
て
起
き
る
感
情
や
感
覚
の

こ
と
で
あ
る
。

昭
和
に
生
ま
れ
育
っ
た
世
代
は
実
体

験
し
て
い
る
の
で
、言
葉
本
来
の
意
味
合

い
で「
懐
か
し
い
」と
い
う
言
葉
を
用
い
る

が
、若
者
世
代
は
少
し
違
っ
て
く
る
。
本

来
な
ら
昭
和
を
知
ら
な
い
の
で
、懐
か
し
い
と

い
う
感
情
に
は
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
だ
が
、祖
父

母
や
両
親
な
ど
か
ら
話
を
聞
く
こ
と
で
、か
ろ

う
じ
て
自
分
の
暮
ら
し
と
結
び
つ
け
て
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、メ
デ
ィ
ア
か

ら
情
報
と
し
て
入
っ
て
き
て
共
有

し
て
い
る
の
で
、経
験
に
よ
る
も

の
で
は
な
い
が
、昭
和
の
モ
ノ

を
見
た
ら
懐
か
し
い
と
言

う
こ
と
が
当
た
り
前
の

感
覚
に
な
っ
て
い
る
。
さ

ら
に
お
も
し
ろ
い
の
が
、カ

ッ
コ
イ
イ
や
カ
ワ
イ
イ
と
い
っ

た
意
味
合
い
も
含
め
て
使
っ
て
い
る
こ
と
だ
。

同
じ
言
葉
を
使
っ
て
い
て
も
、そ
こ
に
含
ま
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れ
て
い
る

意
味
が
世
代

に
よ
っ
て
違

う
の
が
興
味

深
い
。

六
三
年
続
い
た
昭
和
と
は
、ど
ん
な
時
代
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

市
橋
さ
ん
に
聞
い
て
み
る
と
、「
大
き
な

変
化
が
あ
っ
た
時
代
」と
教
え
て
く
れ
た
。

日
本
は
戦
争
で
荒
廃
す
る
が
、戦
後
、

急
激
な
復
興
を
遂
げ
て
い
く
中
で
、多
様
な
文

化
や
モ
ノ
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
代
表
的
な
モ
ノ
の

一
つ
が
、電
化
製
品
で

あ
ろ
う
。
電
化
製

品
の
登
場
に
よ

り
、人
々
の
暮
ら

し
は
大
き
く
変

化
し
て
い
く
。

★

★
★

★
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懐
か
し
く
て
、新
し
い

！？最
近
よ
く
耳
に
す
る「
昭
和
レ
ト
ロ
」。

復
刻
版
の
商
品
を
は
じ
め
、

様
々
な
昭
和
時
代
の
モ
ノ
や
コ
ト
が

巷
を
賑
わ
せ
て
い
ま
す
。

そ
の
魅
力
と
は
？

昭
和
日
常
博
物
館
の
館
長
で
あ
る

市
橋
芳
則
さ
ん
に
、お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
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昭
和
時
代

の
日
用
品
や
電

化
製
品
、学
用

品
、お
も
ち
ゃ

な
ど
、忘
れ
去

ら
れ
、捨
て
ら
れ
て
い
く
運
命
の
モ
ノ
た
ち
が
集

め
ら
れ
、展
示
さ
れ
て
い
る
昭
和
日
常
博
物
館
。

こ
こ
数
年
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
世
代
の
若
者
た
ち
の
来
館

が
増
え
、イ
ン
ス
タ
映
え
の
人
気
ス
ポ
ッ
ト
に
も

な
っ
て
い
る
。
常
設
展
の
ほ
か
に
、特
別
展
・
企
画

展
も
開
催
。

ま
る
で
タ

イ
ム
ス
リ
ッ

プ
し
た
か
の

よ
う
に
、昭

和
と
い
う

時
間
の
流

れ
を
楽
し

め
る
。

で
は
、若
者
た
ち
は
、昭
和
レ

ト
ロ
の
何
に
魅
力
を
感
じ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。

自
分
た
ち
の
身
の
回
り
に
な

い
、新
し
い
モ
ノ

―
。
こ
の
感

覚
が
、若
者
世
代
が
昭
和
レ
ト
ロ

に
惹
か
れ
る
大
き
な
理
由
の
一
つ

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

例
え
ば
、花
柄
の
ガ
ラ
ス
コ
ッ
プ
は
、カ
ラ
フ
ル

な
色
づ
か
い
や
デ
ザ
イ
ン
、フ
ォ
ル
ム
に
、今
の
時

代
に
は
な
い“
や
わ
ら
か
さ
”や“
ぬ
く
も
り
”を

ブ
ー
ム
の
始
ま
り
は
、バ
ブ
ル
経
済
が
弾
け
た

頃
に
起
き
た
。
そ
し
て
今
回
は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
に
よ
り
日
常
生
活
に
お
い
て
様
々

な
我
慢
が
強
い
ら
れ
、景
気
も
厳
し

い
状
況
に
あ
る
。
市
橋
さ
ん
は
、

不
況
や
時
代
に
閉
塞
感
を
感

じ
る
時
に
、人
々
は
昭
和
の
モ

ノ
に
注
目
す
る
と
言
う
。

新
し
い
モ
ノ
へ
の

期
待
感
が
減
少
す

る
中
で
、新
し
い
モ
ノ

を
作
り
だ
そ
う
と
す
る

よ
り
も
、過
去
に
人
気
の
あ

っ
た
モ
ノ
を
再
評
価
し
て

世
に
出
す
と
い
う
動
き
が
生

ま
れ
て
く
る
と
。

再
評
価
さ
れ
て
、ま
た
日
の
目
を
見
た
モ
ノ

に
、若
者
世
代
は
自
分
た
ち
な
り
の
新
し
い
価

値
観
を
見
出
し
、受
け
入
れ
て
い
く
。
新
し
い
モ

ノ
が
生
ま
れ
に
く
い
時
代
の
中
で「
自
分
で
過

堀川にかかる桜橋  昭和12年竣工

感
じ
る
と
い
う
。

ま
た
フ
ィ
ル
ム

写
真
は
、ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
な
ど
で

撮
っ
た
写
真
と
違

い
、撮
り
直
し
は

き
か
ず
、現
像
す

る
ま
で
出
来
栄

え
は
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
ん
な
手
間
の
か

か
る
、ど
こ
か
完

全
で
は
な
い
と
こ

ろ
に
味
わ
い
深

さ
を
感
じ
て
い
る

よ
う
だ
。

技
術
が
ど
ん

ど
ん
進
化
し
、機

能
的
で
シ
ン
プ
ル
な
モ
ノ
が
あ
ふ

れ
て
い
る
中
で
、人
の
ぬ
く
も
り
が

感
じ
ら
れ
る
レ
ト
ロ
な
雰
囲
気
に
、若

者
た
ち
は
癒
さ
れ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。

ブ
ー
ム
は
い
つ
か
終
わ
り
を
迎

え
る
が
、こ
れ
か
ら
も
昭
和
レ
ト

ロ
は
、人
々
の
暮
ら
し
の
中
で
生

き
続
け
て
い
く
の
だ
ろ
う
。

広小路通の街路灯  昭和46年7月竣工

名古屋市営地下鉄構内 壁画  昭和42年11月

こ
こ
で
、昭
和
の
変
化
の
大
き
な
流
れ
を
見

て
み
よ
う
。
電
化
製
品
が
普
及
し
て
い
く
過
程

と
と
も
に
、前
期
・
中
期
・
後
期
と
約

二
〇
年
ご
と
に
、大
き
く
三
つ
の

期
間
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
な
か
っ
た
モ
ノ
が

現
れ
た
」昭
和
と
い
う

時
代
。
初
め
て
見
る
モ
ノ
、使

う
モ
ノ
に
心
躍
ら
せ
、暮
ら
し
が
よ
り
便
利
に
豊

か
に
潤
っ
て
い
っ
た
。
新
し
い
モ
ノ
の
登
場
に
よ
り

人
々
は
未
来
に
希
望
を
も
ち
、ワ
ク
ワ
ク
が
あ
ふ

れ
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。

■開館時間		 午前9時から午後5時
	 （入館は午後4時40分まで）
■休館日	 	 毎週月曜日（祝日は開館）、
	 	 館内整理日（毎月末日）、
	 	 特別整理期間、年末年始
■入館料	 	 無料

前 期 中 期 後 期

戦前・戦中期（満州事変
に始まり第二次世界大戦
が終了する頃まで）

戦後期・高度経済成長期
（終戦から約20年後、も
しくは日本万国博覧会開
催まで）

経済マイナス成長～バブ
ル経済期（昭和最後の約
20年間）

機能の進化とともに、デザインも変化していった電化製品。冷蔵
庫や炊飯器、洗濯機などの電化製品が登場した昭和30年代当初
は、多くが白色であった。昭和40年代頃から、赤や緑・黄色などカラ
フルな色が用いられるようになり、特にキッチン用品を中心に花柄が
台頭。炊飯ジャーやトースターだけでなく、鍋や魔法瓶、食器などにも
使用。キッチンは花柄一色で彩られ、華やかな空間をつくりだしていた。

デザイン重視で選び、また揃えるという現象は、この頃から始まっ
たようだ。今回の昭和レトロブームは、この花柄を

中心に広がっている。

去
の
モ
ノ
を
掘
り
出
し
、見
つ
け
た
」と
い
う
喜

び
や
感
動
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
、初
め
て
電
化
製
品
を
目
に
し
た
昭

和
の
人
々
が
感
じ
た
感
覚
と
似
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
。

● ● ● ● 今回の注目年代は、ココ！ ● ● ● ●
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子
供
の
頃
、
応
援
し
て
い
る
中
日
ド
ラ
ゴ
ン
ズ

の
試
合
の
様
子
を
知
り
た
く
て
、試
合
が
行
わ
れ

た
次
の
日
は
新
聞
を
読
ん
で
い
ま
し
た
。
テ
レ
ビ

中
継
も
あ
り
ま
し
た
け
ど
、す
べ
て
の
試
合
が
放

映
さ
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、ラ
ジ

オ
は
起
こ
っ
て
い
る
映
像
を
想
像
し
な
が
ら
聴
く

感
じ
で
し
た
か
ら
、
試
合
の
詳
し
い
内
容
ま
で
な

か
な
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
活
字

で
も
う
一
度
し
っ
か
り
確
認
し
て
い
ま
し
た
。

現
在
は
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
よ
り
様
々

な
情
報
を
手
軽
に
得
ら
れ
ま
す
が
、そ
れ
ま
で
は

一
番
情
報
を
手
に
入
れ
ら
れ
る
手
段
は
新
聞
で

し
た
か
ら
ね
。
事
実
に
至
る
ま
で
の
経
緯
が
詳

し
く
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る

こ
と
に
限
ら
ず
読
む
こ
と
が
多
か
っ
た
で
す
。

新
聞
記
者
時
代
は
、
事
件
、
事
故
、ま
ち
の
話

題
な
ど
、
と
に
か
く
記
事
を
た
く
さ
ん
書
き
ま

し
た
。
岐
阜
に
赴
任
し
て
い
た
時
に
、
ま
ち
の
話

題
で
珍
し
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
よ
。
警
察
の

担
当
者
か
ら
「
少
し
変
わ
っ
た
落
し
物
が
届
い
た

か
ら
来
る
？
」
っ
て
言
わ
れ
て
行
っ
た
ら
、
な
ん

と
ヤ
ギ
が
い
た
ん
で
す
。
ど
こ
か
ら
か
逃
げ
て

き
て
、
鎖
を
つ
け
た
ま
ま
国
道
を
歩
い
て
い
た
そ

う
で
す
。
ニ
ワ
ト
リ
が
届
け
ら
れ
た
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。
生
き
物
だ
け
ど
落
と
し
物
と
し
て

扱
わ
れ
て
い
る
の
が
お
も
し
ろ
く
て
、小
さ
な
記

事
に
し
ま
し
た
け
ど
、
写
真
を
撮
る
の
が
大
変
で

も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
文
章
を
読
み
取

る
力
は
、
あ
ら
ゆ
る
教
科
の
基
本
で
も
あ
り
ま

す
の
で
、き
ち
ん
と
身
に
付
け
る
こ
と
が
大
切
だ

と
考
え
ま
す
。

今
や
ニ
ュ
ー
ス
記
事
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
配

信
さ
れ
、い
つ
で
も
ど
こ
で
も
読
む
こ
と
が
で
き

ま
す
。Y

ouT
ube

やT
icT
ok

な
ど
で
は
テ
レ

ビ
ニ
ュ
ー
ス
の
解
説
な
ど
が
動
画
配
信
さ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
取
得
し
た
情
報
を
ビ
ジ
ネ
ス
や

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
役
立
て
た
い
と
考
え
て
い
る

方
に
と
っ
て
、同
じ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
動
画
よ

り
文
字
か
ら
得
る
情
報
の
ほ
う
が
、
量
的
に
も
ス

ピ
ー
ド
的
に
も
優
位
だ
と
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る

方
が
多
い
よ
う
で
す
。

さ
ら
に
、同
じ
文
字
情
報
を
得
る
に
し
て
も
、

紙
と
デ
ジ
タ
ル
の
ど
ち
ら
の
ほ
う
が
記

憶
の
定
着
率
が
良
い
か
と
い
う
調

査
で
は
、
紙
媒
体
の
ほ
う
が
良
い

と
い
う
結
果
が
で
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
書
籍
な

ど
の
紙
媒
体
を
、
情
報
の
取
得

手
段
と
し
て
選
ば
れ
る
方
も
意

外
と
多
い
ん
で
す
よ
。

で
は
人
は
な
ぜ
情
報
を
求
め
る
の

か
。
知
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
た
気
に
な
る

た
め
、
自
分
の
生
活
や
仕
事
に
役
立
て
る
た
め
、

と
様
々
な
理
由
が
あ
り
ま
す
。
役
立
て
よ
う
と

し
た
ね
。
特
に
ニ
ワ
ト
リ
は
逃
げ
足
が
速
い
の
で

（
笑
）。

記
事
を
書
く
時
に
最
も
心
掛
け
て
い
た
こ
と

は
、
わ
か
り
や
す
い
シ
ン
プ
ル
な
文
章
で
伝
え
る

こ
と
で
す
。
新
聞
は
事
実
を
伝
え
る
も
の
で
す

か
ら
、
記
事
を
読
ん
だ
人
が
百
人
い
た
ら
、
百
人

が
同
じ
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
る
も
の
で
な
け

れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
解
釈
の
余
地
が
あ
っ
て
は
困

る
の
で
、新
聞
の
文
章
は
す
ご
く
シ
ン
プ
ル
で
す
。

そ
の
シ
ン
プ
ル
な
文
章
は
、
子
供
達
の
読
解
力

の
向
上
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
の
に
も
最
適
な
ツ
ー
ル

だ
と
思
い
ま
す
。
私
達
が
子
供
の
頃
は
、小
説
な

ど
を
読
ん
で
「
こ
の
と
き
の
主
人
公
の
心
情
を

語
れ
」
み
た
い
な
、行
間
を
読
み
取
る
力
が
読
解

力
と
教
わ
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。

で
す
が
今
は
、
文
章
の
構
造
か
ら

事
実
を
き
ち
ん
と
読
み
取
る

力
の
こ
と
も
指
し
て
い
る
よ

う
で
す
。
そ
れ
は
、
接
続

詞
を
飛
ば
し
て
キ
ー
ワ
ー

ド
だ
け
を
拾
い
読
み
し
、

文
章
が
表
現
し
て
い
る
事

実
を
き
ち
ん
と
読
み
取
れ
な

い
子
供
達
が
増
え
て
い
る
か
ら

な
ん
で
す
。
キ
ー
ワ
ー
ド
だ
け
で
理
解

し
た
気
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
逆
の
接
続
詞

が
入
っ
て
い
る
場
合
は
、
ま
っ
た
く
意
味
が
違
う

新
聞
は
、時
代
を
映
す
鏡
で
あ
り
、

歴
史
の
第
一
稿
と
思
って
い
ま
す
。

大
島
宇
一
郎（
株
式
会
社
中
日
新
聞
社 
代
表
取
締
役
社
長

愛
銀
教
育
文
化
財
団 

理
事

）

思
う
な
ら
、
記
憶
に
残
っ
て
い
た
ほ
う
が
早
く
使

え
ま
す
よ
ね
。
確
か
に
、
分
か
ら
な
け
れ
ば
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
す
れ
ば
い
い
ん
で
す
け
ど

（
笑
）。
記
憶
に
残
っ
て
い
る
も
の
を
上
手
に
使

え
た
ら
、生
活
は
も
っ
と
豊
か
に
な
る
し
、仕
事
の

効
率
も
上
が
り
ま
す
。
手
軽
に
便
利
に
使
い
た

い
時
は
デ
ジ
タ
ル
。
し
っ
か
り
覚
え
た
い
時
は
紙
。

と
い
う
よ
う
に
、
古
い
や
新
し
い
と
い
う
感
覚
だ

け
で
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、役
割
や
目
的
に
応

じ
て
使
い
分
け
て
い
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

ニ
ュ
ー
ス
を
伝
え
る
側
と
し
て
も
、大
勢
の
方
に

一
早
く
伝
え
ら
れ
る
と
い
う
ス
ピ
ー
ド
感
に
お
い

て
は
、
や
は
り
デ
ジ
タ
ル
で
す
。
我
々
も
、
紙
と

デ
ジ
タ
ル
を
有
効
に
使
い
分
け
て
い
く
こ
と
が
必

要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

新
聞
は
、常
に
時
代
を
映
す
鏡
で
す
。
一
面
に

掲
載
さ
れ
る
ニ
ュ
ー
ス
だ
け
で
な
く
、
地
方
版
で

紹
介
さ
れ
る
よ
う
な
地
域
の
暮
ら
し
や
営
み
も

含
め
て
、
歴
史
を
記
す
最
初
の
原
稿
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、「
今
の
時
代
全
体
を
き
ち

ん
と
映
せ
て
い
る
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
こ
と
を
、

常
に
自
問
自
答
し
な
が
ら
作
っ
て
い
ま
す
。

真
実
に
足
る
と
こ
ろ
ま
で
取
材
を
行
い
、
信
じ

た
も
の
だ
け
を
記
事
と
し
て
新
聞
に
掲
載
し
て

い
ま
す
の
で
、
信
頼
で
き
る
情
報
源
と
し
て
価
値

を
見
出
し
て
も
ら
い
、
皆
様
に
選
ん
で
い
た
だ
け

る
と
嬉
し
い
で
す
。
｜
談
｜

■大島宇一郎 プロフィール 

1964年、名古屋市生まれ。早稲田大学政治経済
学部卒。1987年に中日新聞社に入社し、名古屋
本社岐阜総局に勤務。以後約 18年、新聞記者と
して現場を走りまわり、2013年に取締役・管理
局長に。その後、2015年に常務取締役、2017
年に代表取締役社長に就任。高校時代は写真部
で、現在はスマートフォンで日常生活の何気ない風
景を記録するような感じで写真を楽しんでいる。



ピ
ア
ニ
ス
ト
と
し
て
活
躍
す
る
柳
河
瀬
貴
子
さ

ん
。
ソ
ロ
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
の
活
動
を
し
て
い
る
時
、

聴
き
な
れ
な
い
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
曲
を
、
本
当
に
皆
さ

ん
に
楽
し
ん
で
も
ら
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、押
し

付
け
に
な
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
、と
悩
ん
だ
時
期

が
あ
っ
た
そ
う
だ
。

「
初
め
て
ク
ラ
シ
ッ
ク
に
触
れ
る
人
に
も
、
小
さ

な
お
子
様
に
も
、も
っ
と
気
軽
に
楽
し
ん
で
も
ら
い

た
い
と
い
う
気
持
ち
が
、
ど
ん
ど
ん

強
く
な
り
ま
し
た
ね
」

そ
し
て
二
〇
一
〇
年
、愛
知
県
立

芸
術
大
学
の
仲
間
と
と
も
に
『
ピ
ッ

コ
ロ
オ
ル
ケ
ス
タ
』
を
結
成
。
小
さ

な
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
し
て
、
ピ
ア
ノ
、

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
、チ
ェ
ロ
、フ
ル
ー
ト
と

い
う
楽
器
編
成
で
演
奏
活
動
を
ス

タ
ー
ト
す
る
。

「
一
つ
の
楽
器
で
は
限
ら
れ
て
し

ま
う
表
現
も
、
四
つ
の
楽
器
の
音
色

が
重
な
り
合
う
と
幅
も
広
が
っ
て
、

と
て
も
美
し
い
も
の
に
な
り
ま
す
。
演
奏
し
て
い

て
も
、ア
ン
サ
ン
ブ
ル
は
楽
し
い
で
す
！
」

コ
ン
サ
ー
ト
で
は
、ク
ラ
シ
ッ
ク
、映
画
音
楽
、童

謡
、ア
ニ
メ
音
楽
な
ど
ど
こ
か
で
耳
に
し
た
こ
と
が

あ
る
よ
う
な
曲
を
披
露
。
す
べ
て
の
曲
を
柳
河
瀬

さ
ん
が
編
曲
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
楽
器
の

魅
力
を
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
の
は
、
な
か
な

産
業
遺
産
と
は
、
技
術
が
進
化
し
て
い
く
過
程

で
、重
要
な
役
割
を
終
え
た
モ
ノ
達
を
指
す
。

「
わ
か
り
や
す
い
と
こ
ろ
で
は
、最
近
、明
治
用

水
頭
首
工
の
水
漏
れ
で
、
人
造
石
の
堰
堤
が
現
れ

ま
し
た
が
、
あ
れ
も
産
業
遺
産
で
す
。
当
時
の
技

術
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
仲
間
が
ド
ロ
ー
ン

を
飛
ば
し
て
撮
影
し
、調
査
し
ま
し
た
」

と
中
部
産
業
遺
産
研
究
会
副
会
長
の
大
橋
公

雄
さ
ん
。
産
業
遺
産
と
い
う
と
、機

械
や
道
具
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
が
、

工
場
施
設
や
土
木
構
造
物
な
ど
、

産
業
を
支
え
て
き
た
様
々
な
分
野

が
対
象
と
な
る
。

「
使
わ
な
れ
な
く
な
っ
た
モ
ノ
は

捨
て
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
実
は

す
ご
い
価
値
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。だ
け
ど
、持
ち
主
は
そ
う
は
思
っ

て
い
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
見

つ
け
出
し
て
、
文
化
財
と
同
じ
よ
う

に
調
査
・
研
究
し
、伝
え
て
い
く
こ
と
が
我
々
の
活

動
で
す
」

と
同
じ
く
副
会
長
の
浅
野
伸
一
さ
ん
。
産
業
が

遺
産
に
な
る
と
い
う
認
識
が
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

頃
か
ら
、企
業
に
古
い
機
械
や
道
具
、装
置
な
ど
が

な
い
か
手
紙
で
問
い
合
わ
せ
て
情
報
を
集
め
て
い

た
。
そ
の
中
か
ら
価
値
あ
る
も
の
を
探
し
出
す
。

ま
さ
に
、
産
業
遺
産
保
存
活
動
の
先
駆
け
と
言
え

か
難
し
い
。
特
に
ク
ラ
シ
ッ
ク
は
聴
き
や
す
い
曲
を

選
曲
し
、
演
奏
時
間
を
五
分
以
内
に
ま
と
め
る
こ

と
で
飽
き
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
、
少
し
で
も
興
味

を
持
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
工
夫
し
て
い
る
。

「
コ
ン
サ
ー
ト
で
は
、
小
さ
な
お
子
様
で
も
わ
か

る
よ
う
に
、
曲
の
説
明
や
イ
メ
ー
ジ
を
映
像
（
絵
）

で
映
し
て
い
ま
す
。
よ
り
音
楽
に
親
し
ん
で
も
ら

え
る
演
出
に
も
こ
だ
わ
っ
て
い
ま
す
」

す
べ
て
が
皆
さ
ん
に
喜
ん
で
も
ら

う
た
め
に
。
柳
河
瀬
さ
ん
が
創
り

出
す
コ
ン
サ
ー
ト
は
、ア
ッ
ト
ホ
ー
ム

で
あ
た
た
か
い
雰
囲
気
に
包
ま
れ
て

い
る
。

「
音
楽
は
、“
音
を
楽
し
む
”
と
書

き
ま
す
。
感
じ
方
は
人
そ
れ
ぞ
れ
。

ど
ん
な
ふ
う
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
も
い

い
の
で
、
そ
の
時
に
感
じ
た
こ
と
を

大
切
に
し
て
ほ
し
い
な
と
思
い
ま
す
」

毎
年
、
オ
ペ
ラ
歌
手
の
方
を
ゲ
ス

ト
に
迎
え
て
行
う
夏
の
コ
ン
サ
ー
ト
。

今
年
は
、ず
っ
と
や
り
た
か
っ
た
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー

ダ
ン
ス
と
の
コ
ラ
ボ
も
実
現
。
ど
ん
な
ス
テ
ー
ジ
に

な
る
の
か
、ワ
ク
ワ
ク
が
止
ま
ら
な
い
と
、
開
催
前

の
心
境
を
目
を
輝
か
せ
な
が
ら
話
し
て
く
れ
た
。

好
き
な
こ
と
が
で
き
て
幸
せ
と
言
う
柳
河
瀬
さ

ん
。
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
元
気
に
音
楽
の
素
晴
ら

し
さ
を
伝
え
続
け
て
い
く
。

る
だ
ろ
う
。

「
作
ら
れ
た
時
代
の
最
先
端
技
術
の
結
晶
で
す

か
ら
ね
。
そ
こ
か
ら
技
術
が
発
展
し
て
い
く
の
で
、

古
い
モ
ノ
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
多
い
で
す
」

だ
が
、
保
存
す
る
だ
け
で
な
く
、
ど
う
有
効
活

用
し
て
い
く
か
が
大
切
だ
と
言
う
大
橋
さ
ん
。
今

年
の
三
月
に
瀬
戸
市
の
旧
山
繁
商
店
の
建
造
物
群

の
見
学
会
を
行
っ
た
際
に
、見
学
者
に
保
存
と
活
用

に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
。

そ
れ
を
基
に
、
人
が
集
う
賑
わ
い

の
あ
る
場
所
に
す
る
た
め
の
ア
イ

デ
ア
を
市
の
文
化
課
に
提
言
し
た
。

産
業
遺
産
の
保
存
を
町
お
こ
し

と
繋
げ
て
い
く
こ
と
で
、
そ
の
魅

力
を
伝
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、保

存
・
維
持
し
て
い
く
た
め
の
資
金

源
を
生
む
こ
と
に
も
な
る
と
教

え
て
く
れ
た
。

「
昔
の
モ
ノ
は
、耳
を
澄
ま
す
と

モ
ノ
自
身
が
語
り
か
け
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
、最
先
端
の
モ
ノ
を
作
り
、

日
本
経
済
を
作
っ
て
い
く
ん
だ
と
い
う
、関
わ
っ
た

人
達
の
意
気
込
み
み
た
い
な
も
の
が
」（
浅
野
さ
ん
）

技
術
は
積
み
重
ね
。
今
日
の
進
化
が
、
未
来
の

技
術
を
作
っ
て
い
く
。
技
術
革
新
に
お
い
て
、
過

去
の
モ
ノ
を
知
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
最
後
に

教
え
て
く
れ
た
。

中部地区産業遺産の調査、研究、保存活動
中部産業遺産研究会
第30回助成（団体）

前身の「愛知の産業遺跡遺物調査・保存研究会」より名称を「中部産業遺産研究会」とし、1993年に
発足。現在、個人会員122名、法人会員3団体。会員の研究発表の場でもある定例研究会、見学会、
シンポジウムやパネル展などを開催。会報や研究誌をはじめ、「あいちの産業遺産を歩く」「ものづ
くり再発見」などの書籍も発行。現在は、これまでとアプローチを変え、作り手にスポットをあてた
書籍を執筆中。若い人や女性にも興味を持ってもらえる活動を目指す。

捨てられていくモノに価値がある！？
過去の技術の積み重ねが今をつくっている。

皆さんに喜んでもらいたい！
その想いで演奏活動を楽しんでいます。
クラシック音楽の音楽会の企画・開催
柳河瀬貴子さん
第31回助成（個人）

4歳の時に音楽教室に通い、小学校1年生頃から作曲を学ぶ。小学校4年生の時にアメリカなど海外での演奏会を経
験。毎年、夏にコンサートを開催。2014年からの名古屋市立猪高小学校をはじめ、名東区の小学校6校でも音楽教
室ふれあいコンサートを開催。小学校では子供たちにリコーダーで演奏に参加してもらったり、指揮を体験してもら

うなど、一緒に楽しめるようにしている。現在は、尾張旭市や名古屋市内の保育園や児童館などでも演奏会を行うなど、
活動の幅を広げている。

大橋公雄さん

名古屋で唯一の現存。庄内用水元杁樋門

浅野伸一さん



校長の
鈴木雅文先生

顧問の
犬塚基志先生

部長の
都築奏介君

昭
和
二
九
年
に
創
部
さ
れ
た
、
歴
史
の
あ
る
西

尾
高
等
学
校
の
登
山
部
。
女
子
チ
ー
ム
は
平
成

二
七
年
か
ら
令
和
三
年
ま
で
に
五
回
の
イ
ン
タ
ー

ハ
イ
出
場
経
験
が
あ
る
強
豪
校
だ
。
現
在
は
男
子

十
一
名
、
女
子
四
名
が
所
属
し
、イ
ン
タ
ー
ハ
イ
を

目
指
し
て
日
々
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
励
ん
で
い
る
。

「“
体
力
は
財
産
”と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、

登
山
の
基
本
は
と
に
か
く
体
力
で
す
」

と
口
を
揃
え
て
言
う
の
は
、校
長

で
あ
り
全
国
高
等
学
校
体
育
連
盟

の
登
山
専
門
部
部
長
で
も
あ
る
鈴

木
雅
文
先
生
と
、
顧
問
の
犬
塚
基

志
先
生
。
週
五
日
間
の
部
活
動
は
、

約
四
キ
ロ
の
ラ
ン
ニ
ン
グ
と
歩
荷
で

始
ま
る
。
歩
荷
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
で
は
、

学
校
の
倉
庫
に
眠
っ
て
い
る
参
考

書
な
ど
二
〇
キ
ロ
分
を
ザ
ッ
ク
に
詰

め
て
背
負
い
、
校
舎
の
一
階
か
ら
四

階
ま
で
を
平
均
一
〇
～
一
五
回
往

復
。
体
力
づ
く
り
に
余
念
は
な
い
。

「
競
技
登
山
で
重
要
な
の
は
、チ
ー
ム
ワ
ー
ク
と

連
携
で
す
。
一
番
大
切
に
し
て
い
る
の
は
、助
け
合

い
で
す
ね
」

と
言
う
部
長
の
都
築
奏
介
君
。
三
泊
四
日
で
行

わ
れ
る
イ
ン
タ
ー
ハ
イ
で
は
、
四
人
が
一
組
に
な
っ

て
行
動
。
体
力
、テ
ン
ト
の
設
営
、山
岳
の
工
程
計

画
書
、
装
備
、
読
図
な
ど
様
々
な
項
目
を
チ
ェ
ッ
ク

さ
れ
点
数
が
競
わ
れ
る
。
評
価
対
象
の
中
に
は
登

山
中
、前
を
歩
く
人
と
二
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
た
ら

減
点
と
い
う
の
も
あ
り
、チ
ー
ム
で
お
互
い
の
体
調

を
見
な
が
ら
声
を
掛
け
合
う
な
ど
、チ
ー
ム
で
動
く

こ
と
を
日
頃
か
ら
意
識
し
て
い
る
。

競
技
大
会
だ
け
で
な
く
登
山
に
お
い
て
は
緻
密

な
事
前
準
備
が
、
緊
急
時
の
対
応
や
精
神
面
に
お

い
て
も
大
き
く
関
係
し
て
く
る
と
、
犬
塚
先
生
。

し
っ
か
り
準
備
し
て
い
れ
ば
、
自

分
達
が
今
ど
こ
に
い
る
の
か
、
目

的
地
ま
で
あ
と
何
分
か
か
る
の
か

な
ど
が
わ
か
り
、
気
持
ち
に
余
裕

が
で
て
く
る
か
ら
だ
。
余
裕
が
あ

れ
ば
楽
し
み
方
も
広
が
る
。

「
部
員
達
に
は
、
ま
わ
り
の
景

色
を
楽
し
む
よ
う
に
言
っ
て
い
ま

す
。
自
然
と
一
体
化
す
る
と
言

う
と
、
ち
ょ
っ
と
カ
ッ
コ
つ
け
だ
け

れ
ど
も
（
笑
）」

と
鈴
木
先
生
。
景
色
も
そ
う
だ
が
、
部
員
達
に

と
っ
て
は
登
り
切
っ
た
時
の
食
事
も
大
き
な
楽
し
み

の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
失
敗
も
あ
る
が
、

自
分
達
で
作
る
ご
飯
は
何
よ
り
も
お
い
し
い
！
と
、

笑
顔
で
教
え
て
く
れ
た
。

「
仲
の
良
さ
、結
束
力
に
は
自
信
が
あ
り
ま
す
！
」

と
い
う
都
築
君
を
中
心
に
、
ま
ず
は
秋
の
新
人

大
会
の
優
勝
を
目
指
す
。

登山部
愛知県立西尾高等学校
第32回援助（高校生）

現在、犬塚先生をはじめ登山経験者で様々なノウハウを持つ非常勤講師の方を含め3名で指導。
学校内でのトレーニングに加え、1泊2日～3泊4日の合宿も年に数回実施。女子チームは、昨年ま
で3年連続でインターハイに出場。男子チームは昨年東海高等学校総合体育大会（県大会）に出場。
犬塚先生は、女子・男子ともに頑張ればインターハイ出場を狙える位置にいると言う。これからの
活躍が楽しみだ。

どこにも負けない結束力で、
インターハイ出場を目指します！

仲
間
達
の
近
況
メ
モ

●新城吹奏楽団　第6回助成・団体
第94回定期演奏会〔豊川市文化会館大ホール（豊川市）〕

●総合劇集団俳優館　第26回助成・団体
「修羅マクベス夫人」〔栄能楽堂（名古屋市中区）〕

●ナゴヤディレクターズバンド　第8回助成・団体
第52回定期演奏会「吹奏楽による世界の舞曲」

〔愛知県芸術劇場コンサートホール（名古屋市東区）〕

●森　克徳さん（陶芸）　第4回・個人
森克徳陶芸展〔松鶴園2階美空間「松遊」（西尾市）〕

●北條知子さん（音の芸術作品の制作・発表）　第32回助成・個人
E. の準備室 サウンド・アート・コレクティブ Hojo ＋ Kraft
による音の展覧会〔小牧市中央図書館（小牧市）〕

●クール・ジョワイエ（男声合唱）　第25回助成・団体
「創立50周年記念演奏会」―ジョワイエの50年、過去・現
在・未来―〔三井住友海上しらかわホール（名古屋市中区）〕

●中部産業遺産研究会　第30回助成・団体
「ものづくり中部の革新者たちⅢ」第17回パネル展と講演会
（講演会）〔名古屋都市センター（名古屋市中区）〕

● Marimbart（打楽器の演奏）　第23回助成・団体
「打フェスタ with MARImbart Vol.X Ⅶ」、MARImbart ∞ インフィ
ニティ「レクチャー＆Concert」〔瑞穂文化小劇場（名古屋市瑞穂区）〕

●新城吹奏楽団　第6回助成・団体
サマーコンサート〔豊川市御津文化会館（豊川市）〕

●東海化石研究会　第31回助成・団体
4月…東海化石研究会誌「化石の友」67号発刊
特集「40年ぶりの師崎層群発掘調査報告」

●江南郷土史研究会　第3回助成・団体
5 ～9月…「江南郷土史研究会会報」519 ～523号発行

●小牧市文芸協会　第2回助成・団体
5 ～9月…郷土文芸誌「駒来」第604 ～608号発行

●はんだ郷土史研究会　第19回助成・団体
5・7月…「はんだ郷土史だより」第102・103号発行

●まつり同好会　第25回助成・団体
5・7月…「まつり通信」619・620号発行

●野田史料館　第1回助成・団体
5月…「野田史料館報」第163号発行

●愛知歴史研究会　第7回助成・団体
6・8月…「あいち歴研会誌」第175・176号発行

●まつり同好会　第25回助成・団体
7月…「まつり通信」620号発行

※ここには事務局に入った連絡分をまとめて掲載しました。連絡状況によって、
掲載のタイミングがずれる場合があります。ご了承ください。今後も皆さん
の活動状況をお知らせいただければ幸いです。

●劇団名芸　第30回助成・団体
天白文化小劇場ファミリーステージ「オズの魔法使い」

〔天白文化小劇場（名古屋市天白区）〕

●東海メールクワイアー（男声合唱）　第7回助成・団体
第62回定期演奏会 ～ウィーンの調べⅡ～

〔愛知県芸術劇場コンサートホール（名古屋市東区）〕

●第44回日本新工芸展出展〔松坂屋美術館（名古屋市中区）〕
森　克徳さん（陶芸） 第4回助成・個人
新野素子さん（染色） 第2回助成・個人

●イミック新子さん（国際文化交流、絵画作品の発表）  第32回助成・個人
ギャラリー名芳洞企画 第23回4angiels 2022

〔ギャラリー名芳洞（名古屋市中区）〕

●掘龍太郎さん（彫刻）　第11回助成・個人
第51回東海日彫展出展「酒場にて」

〔愛知県美術館ギャラリー（名古屋市東区）〕

●大橋敏彦さん（金工）　第3回助成・個人
第48回銀葉会展出展〔ギャラリーチカシン（名古屋市中区）〕

●森田 朋さん（銅版画制作）　第32回助成・個人
森田朋展〔ハートフィールドギャラリー（名古屋市中区）〕

●いのこ福代さん（演劇）　第17回助成・個人
なごや芝居の広場第六弾「ながらえば」制作

〔瑞穂文化小劇場（名古屋市瑞穂区）〕

●Office KAN（演劇）　第28回助成・団体
Office KAN 第7回プロデュース公演「父と暮せば」

〔昭和文化小劇場（名古屋市昭和区）〕

●名古屋朝顔会（伝統芸能）　第32回助成・団体
「名古屋朝顔まつり」朝顔展示

〔名城公園フラワープラザ（名古屋市北区）〕

2022年 5月

2022年 9月

2022年 8月

2022年 6月

2022年 7月

書籍・会報誌等の発行

●
作
者
の
言
葉

格
子
状
の
構
造
を
持
つ
ス
ナ

ッ
ク
菓
子
の
模
型
。

自
分
に
と
っ
て
感
覚
が
複
合

的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
象
徴

で
す
。

連
載
し
て
い
る
コ
ラ
ム
の
図

版
用
に
作
成
し
ま
し
た
。

最
近
、「
か
わ
い
い
」と
思
う

雑
貨
や
文
房
具
は
、
昭
和
テ
イ

ス
ト
の
デ
ザ
イ
ン
が
多
い
こ
と

に
気
づ
き
ま
し
た
。手
に
取
る

の
は
、
懐
か
し
さ
か
ら
な
の
で

し
ょ
う
か（
笑
）。

古
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
も
、

価
値
や
魅
力
が
ゼ
ロ
に
な
る
わ

け
で
は
な
い
ん
で
す
よ
ね
。や

は
り「
い
い
モ
ノ
は
、い
い
」と
し

て
、
人
々
の
心
の
ど
こ
か
に
引

っ
か
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
な
と
。そ
し
て
、
そ
れ
を
ま
っ

た
く
知
ら
な
い
人
の
心
ま
で
も

掴
む
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
な
、と
思
い
ま
し
た
。

表
・
紙
・
作
・
品

編
・
集
・
後
・
記

斉
と
公
平
太
さ
ん
作

 

（
第
31
回
助
成
）

「
習
作
、ス
ナ
ッ
ク
菓
子
の
模
型
」 

縦
４０
×
横
１０
×
高
さ
４０
㎝ 

紙
、ア
ク
リ
ル
絵
の
具

●佐藤小夜子さん（モダンダンス）　第8回助成・個人
佐藤小夜子 DANCE LABORATORY 25 周年公演「東へ西
へ∞／ Precious Days」〔東文化小劇場（名古屋市東区）〕

●総合劇集団俳優館　第26回助成・団体
夏休みファミリー劇場2022ミュージカル「あらしのよるに NEW 
VER」〔名古屋市芸術創造センター（名古屋市東区）〕

●中部産業遺産研究会　第30回助成・団体
「ものづくり中部の革新者たちⅢ」第17回パネル展と講演会
（パネル展）〔名古屋都市センター（名古屋市中区）〕



菅谷瑞恵..............インターネット配信による戦争体験の手記の朗読
福田律子..............城西文化センターピアノ教室
芝居屋杜川リンタロウ......地域での音楽劇・ミュージカルの上演活動
内ヶ島幹子..........アートと人と交流と
岡田和奈佳...........デザイン・印刷を通した表現を拡張するための作品制作実験
寺尾晴美..............絵画造形、ミニ絵本の制作、絵画教室
大坪與七郎..........染色（暖簾・のぼり）を通して日本や海外に「日本の伝統」を伝える
早川勝大..............知多地域の山車囃子の継承支援に関する研究

コロナ過でも笑顔と元気をもたらしてくれる様々な文化や教育。
選考委員会の厳正な審査の結果、今年度も新しいメンバーが加わりました。

一般助成  個人

特定非営利活動法人 菰野ピアノ歴史館.....「観る、弾く、聴く」ことのできるピアノ館
名古屋ビクトリア合唱団....合唱団の演奏会活動
半田市民管弦楽団.....音楽のすそ野を広げる目的で、楽しいファミリーコンサートを開催
プランタン管弦楽団..............愛知県（主に名古屋市）で活動する社会人アマチュアオーケストラ
瀬戸ピース合唱団...............市民による舞台芸術活動
検藤流棒の手保存会..........検藤流棒の手演技の維持および後継者の育成
彫刻村 .......................木彫の制作、造形教室、野外彫刻展、美術館での木彫展示発表
Barrack......................現代美術展を準備・実施・運営
詩人 茨木のり子の会 ..........詩人.茨木のり子の作品と心について学び合い受け継ぐ
苔むす会 .............................コケに関する調査研究、環境学習、普及啓発

一般助成  団体

愛知県高等学校文化連盟..................歌舞伎鑑賞会
愛知県高等学校文化連盟..................狂言鑑賞教室
名古屋市立北高等学校......................美術部
愛知県立江南高等学校......................吹奏楽部
愛知県立愛西工科高等学校..............陸上競技部
愛知県立大府高等学校......................硬式野球部
愛知県立新城有教館高等学校..........卓球部

高校生の文化および体育活動への援助

第33回（令和4年度）

助成および援助対象先決定（敬称略）
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