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鷹
狩
と
は
、ど
ん
な
狩
り
？

鷹
狩
は
権
力
の
象
徴

ツルが最終目標！？
キジやカモなど獲った獲物はその場で料

理されたり、上の権力者に献上するために
塩漬けにされたりしていた。江戸時代、最
も格が高い獲物であったのがツル。縁起
物として人気があり、天皇にも献上されて
いた。基本的に鷹は自分の体より大きな
獲物は狙わない。ツルを獲るための特別

な訓練があり、ツルが獲れるようにな
ると、鷹自身の価値もワンランク

上がった。

鷹
狩
と
は
、鷹
を
捕
ら
え
る
の

で
は
な
く
、訓
練
さ
れ
た
鷹
を

放
ち
、鳥
や
小
動
物
を
捕
ら
え

る
狩
猟
の
こ
と
だ
。
鷹
が
獲
物

を
追
う
本
能
を
利
用
し
た
こ
の

狩
り
は
古
来
よ
り
行
わ
れ
、放ほ

う

鷹よ
う

、鷹た
か

野の

と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
い
う
鷹
と
は
猛
禽
類

の
総
称
で
あ
り
、遣
わ
れ
る
種

類
は
オ
オ
タ
カ
、ハ
イ
タ
カ
、ハ

ヤ
ブ
サ
な
ど
。
狙
う
獲
物
は
主

に
、キ
ジ
や
カ
モ
、ウ
サ
ギ
な
ど
だ
。

狩
り
は
、主
役
と
な
る
鷹
、鷹
や

ハ
ヤ
ブ
サ
を
飼
育
し
訓
練
す
る

鷹た
か

匠じ
ょ
う

、猟
犬
な
ど
が
チ
ー
ム
と
な

っ
て
行
う
。

流
派
や
獲
物
に
よ
り
違
い
は

あ
る
が
、鷹
狩
の
基
本
的
な
流

れ
は
、次
の
と
お
り
だ
。

そ
も
そ
も
鷹
狩
が
日
本
に
登
場
し
た
の
は
、い

つ
頃
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。

鷹
狩
の
起
源
は
中
央
ア
ジ
ア
の
遊
牧
民
と
い

わ
れ
、有
史
以
前
に
遡
る
。
そ
の
後
、世
界
の

国
々
に
広
ま
っ
て
い
く
。
日
本
へ
鷹
狩
の
技
術
が

伝
わ
っ
た
の
は
、仁
徳
天
皇
の
時
代
。
だ
が
古
代

日
本
で
は
誰
も
が
行
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

駿府城公園にある、拳に鷹を据えた徳川家康像。
家康の鷹狩好きを物語っている。

「徳川十五代記畧 十代将軍家治公鷹狩之圖」歌川芳藤

天
皇
、皇
族
、貴
族
に
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、

中
世
で
は
武
家
が
、近
世
で
は
将
軍
や
大
名
も

武
芸
の
一
つ
と
し
て
興
じ
る
よ
う
に
な
る
。

権
力
者
た
ち
に
と
っ
て
、娯
楽
で
あ
る
と
と
も

に
、権
力
の
象
徴
で
も
あ
っ
た
鷹
狩
。
天
皇
や
将

軍
な
ど
が
主
催
で
行
う
狩
り
で
は
、鷹
匠
、藪

な
ど
に
潜
む
獲
物
を
追
い
出
す
勢せ

子こ

や
馬
と

騎
馬
者
、家
臣
な
ど
を
引
き
連
れ
狩
場
へ
向
う
。

大
行
列
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。狩
場
に
着
い
た

ら
、天
皇
や
将
軍
は
見
晴
ら
し
の
良
い
場
所
に

陣
取
り
見
物
す
る
の
だ
が
、自
ら
の
支
配
領
域

を
確
認
す
る
儀
礼
的
な
意
味
も
含
ん
で
い
た
。

そ
し
て
獲
っ
た
獲
物
を
食
べ
る
こ
と
で
、そ
こ
に

生
息
す
る
生
き
物
は
天
皇
や
将
軍
の
も
の
で
あ

る
こ
と
を
、臣
下
に
示
す
目
的
も
あ
っ
た
と
い

わ
れ
る
。
大
名
時
代
に
な
る
と
、領
内
の
民
の

様
子
を
視
察
し
た
り
、敵
を
探
る
目
的
も
そ
こ

に
加
え
ら
れ
た
。

鷹
の
本
能
を
尊
重
し
な
が
ら
、鷹
と
鷹
匠
の

息
が
合
っ
て
行
わ
れ
る
狩
り
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

鷹は強そうに見えるが、その実態はとて
も神経質で、臆病。少しの物音で、驚いて
逃げるほど。鷹本来の野性味が消えること
はなく、人に慣れるふりはするが心は売らな
いという誇り高き生き物だ。訓練ができな
い日が一週間以上続くと、飛ばしても戻っ
て来なくなったりすることもあるとか。毎

日のコミュニケーションで信頼関係
を築いていくことが、何よりも大

事になってくる。

オオタカなどの鷹は、木に止まって獲
物を待ち伏せる。だから鷹匠は、鷹が落
ち着いて集中できるように、木にならな
ければいけない。呼び寄せる時も同様
に止まりやすい木になることが求められ

る。さらに美しく見せるために、腕の
角度や伸ばし方など決まった姿

形がある。

❶
鷹
匠
が
鷹
を
拳
に
据
え
て（
鷹
狩
用
語

で「
と
ま
ら
せ
る
」の
意
）獲
物
を
探
す
。

見
つ
け
た
ら
、で
き
る
だ
け
そ
っ
と
近
づ
く
。

❷
獲
物
に
向
か
っ
て
鷹
が
飛
び
立
と
う
と

す
る
時
、加
速
を
つ
け
る
た
め
に
投
げ
る

よ
う
に
押
し
出
す（
鷹
狩
用
語
で
羽あ

は
せ合

と

い
う
）。

❸
獲
物
を
捕
ら
え
た
ら
、捕
ら
え
た
場
所
ま

で
鷹
匠
が
走
る
。
鷹
は
羽
な
ど
を
む
し
り

な
が
ら
、鷹
匠
が
到
着
す
る
の
を
待
っ
て

い
る
。
ち
な
み
に
、羽
を
む
し
る
の
は
食
べ

る
準
備
を
す
る
た
め
。

❹
到
着
し
た
鷹
匠
は
、ご
褒
美
の
餌
を
与
え

て
獲
物
を
回
収
す
る
。

鷹は誇り高き生き物

鷹匠は木になることが
必須！？

鷹
狩
の
技
術
が
日
本
に
伝
わ
っ
て
一
六
〇
〇

年
以
上
の
中
で
、日
本
独
自
の
技
や
精
神
が
培

わ
れ
て
き
た
。
そ
の
代
表
的
な
技
が
、拳
か
ら
鷹

を
獲
物
に
向
か
っ
て
送
り
出
す「
羽あ

は
せ合

」と
い
う

技
。
鷹
と
鷹
匠
の
呼
吸
が
合
わ
さ
っ
て
成
功
し

た
時
の
境
地
は「
人じ

ん

鷹よ
う

一
体
」と
い
わ
れ
、鷹
匠

が
め
ざ
す
究
極
の
感
覚
だ
と
い
う
。

そ
し
て
理
想
は
、血
を
一
滴
も
流
さ
ず
、獲

物
は
無
傷
で
獲
る
こ
と
。
ほ
か
に
も
鷹
を
架ほ

こ

世
界
一
美
し
い
、日
本
の
鷹
狩

ま
た
、主
従

関
係
を
構
築
す

る
手
段
の
一
つ
と
し
て
、戦
国
時
代
、

諸
大
名
は
織
田
信
長
や
豊
臣
秀
吉
に
、鷹
や
鷹

狩
で
捕
ら
え
た
獲
物
を
献
上
し
て
い
た
。
千
回

行
っ
た
と
い
う
徳
川
家
康
に
お
い
て
は
、鷹
狩
を

利
用
し
て
天
皇
制
を
上
手
く
組
み
込
み
、幕
府

の
統
制
を
図
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。

い
つ
の
時
代
に
お
い
て
も
、鷹
狩
は
権
力
者
と

は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
縁
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

織
田
信
長
や
徳
川
家
康
も
愛
し
た
鷹
狩
。

空
の
王
者
で
あ
る
鷹
を
遣
い
行
わ
れ
る
日
本
伝
統
の
狩
り
は
、

世
界
一
美
し
い
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

そ
ん
な
、今
で
は
な
か
な
か
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
鷹
狩
と
は

　
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。



仁徳天皇の時代、日本へ鷹狩の
技術を教えたのが百済から渡来して
いた酒(さけの)君(きみ)。酒君を留
まらせるために、美女を集めて妻を
選ばせた。その女性が技術を教わり、

日本で初めての鷹匠になったと
いう言い伝えがある。

日本最初の鷹匠は
女性だった！？

裏側

愛
知
で
生
ま
れ
た
技
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鷹
狩
で
使
用
す
る
道
具
に
は
、主
に
大
緒
、餌え

合ご
う

子し

、口く
ち

餌え

籠か
ご

、丸
鳩
入
れ
、策ぶ

ち

、鞢え
が
け

、と
呼
ば
れ
る

も
の
な
ど
が
あ
る
。
鷹
に
使
わ
れ
る
道
具
は
、随
所

に
最
も
高
貴
な
色
で
あ
る
紫
色
が
使
わ
れ
て
い
た
。

ま
た
、餌
合
子
や
丸
鳩
入
れ
は
漆
塗
り
に
す
る
な

ど
、道
具
に
ま
で
日
本
の
伝
統
美
が
息
づ
い
て
い
た
。

ハヤブサ

現代では、ハリスホークも遣われる

（
止
ま
り
木
）に
止
ま
ら
せ
る
時
の
紐
の
結
び
方
、

拳
に
据
え
た
時
の
紐
の
持
ち
方
、天
皇
や
将
軍

に
鷹
を
受
け
渡
す
時
の
所
作
な
ど
様
々
な
作

法
が
あ
る
。

こ
こ
で
お
も
し
ろ
い
の
が
、鷹
の
位
置
づ
け

だ
。
鷹
は
天
皇
や
将
軍
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
、「
御
鷹
」と
呼
ば
れ
、鷹
匠
で
さ
え
素
手
で

触
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
天
皇
や
将

軍
に
次
ぐ
高
い
身
分
と
し
て
敬
わ
れ
、鷹
匠
は

鷹
を
飼
う
で
は
な
く
、鷹
を
主
人
と
思
い
仕
え

て
い
た
の
だ
。
仕
え
る
こ
と
で
、自
分
自
身
を
も

磨
い
て
い
く
修
行
に
な
っ
て
い
た
そ
う
だ
。

こ
れ
ら
日
本
人
が
持
つ
武
士
道
に
通
じ
る
精

神
や
美
意
識
が
、世
界
一
と
い
わ
れ
る
技
を
つ

く
り
上
げ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。

途
中
、禁
止
と
な
る
時
代
も
あ
っ
た
が
、鷹
狩

は
天
皇
や
公
家
、武
家
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
育

ま
れ
て
い
く
。
諏
訪
流
、吉
田
流
を
は
じ
め
様
々

な
流
派
も
生
ま
れ
、徳
川
時
代
、八
代
将
軍
吉
宗

の
時
に
、そ
の
技
が
究
め
ら
れ
て
頂
点
を
迎
え
る
。

洗
う
音
に
驚
い
た
カ
モ
が
一
斉
に
飛
び
立
っ
た
。

そ
の
時
、ど
こ
か
ら
と
も
な
く
ハ
ヤ
ブ
サ
が
舞
い

降
り
て
カ
モ
を
捕
ま
え
、飛
び
去
っ
て
い
っ
た
。そ

の
様
子
を
見
て「
こ
れ
だ
！
」と
ひ
ら
め
い
た
作

左
衛
門
。
ま
ず
ハ
ヤ
ブ
サ
を
飼
い
な
ら
し
、布
を

結
び
付
け
た
竿
を
追
い
か
け
て
く
る
よ
う
に
仕

込
み
始
め
る
。
そ
れ
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、

獲
物
ま
で
何
百
メ
ー
ト
ル
も
誘
導
し
、獲
物
を

目
が
け
て
竿
を
振
り
下
ろ
し
、上
空
で
待
機
し

て
い
る
ハ
ヤ
ブ
サ
を
急
降
下
さ
せ
て
仕
留
め
ら

れ
る
よ
う
に
訓
練
。
そ
し
て
、狩
り
を
す
る
姿

や
勇
ま
し
さ
に
も
磨
き
を
か
け
て
、技
を
つ
く

り
上
げ
、作
左
衛
門
の「
竿さ

お

鷹だ
か

」と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
や
が
て
竿
鷹
の
技
は
、竿
か
ら
麾ざ

い

と
呼
ば
れ
る
和
紙
を
束
ね
て
竹
の
先
に
付
け
た

も
の
に
進
化
し
、伝
え
ら
れ
て
い
く
。

作
左
衛
門
が
考
え
出
し
た
竿
鷹
は
、ま
さ
に

麾
を
使
っ
た
鷹
術
の
基
本
で
あ
り
、素
晴
ら
し
い

技
と
い
え
る
。 美

術
品
で
も
あ
っ
た
鷹
狩
道
具

鷹
の
目
線
か
ら
見
る
世
界

「
無
益
な
殺
生
は
し
な
い
」鷹
狩
の
根
本
に

あ
る
精
神
だ
。
狩
り
を
行
え
る
場
所
は
狩
場
の

み
と
決
め
ら
れ
、捕
ら
え
て
い
い
獲
物
の
数
も
決

め
ら
れ
る
な
ど
、厳
し
い
ル
ー
ル
が
あ
っ
た
。
乱
獲

を
防
ぎ
、自
然
環
境
を
守
る
と
い
う
思
い
が
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
。

今
回
お
話
を
聞
か
せ
て
く
れ
た
の
は
…

小
学
1
年
生
の
時
に

科
学
雑
誌
で
見
た
鷹

に
憧
れ
、吉
田
流
鷹
術

の
村
越
家
最
後
の
鷹

匠
村
越
仙
太
郎
に
師

事
し
た
丹
羽
有
得
氏
に

直
接
指
導
を
受
け
、吉

田
流
鷹
匠
と
な
る
。

吉
田
流
鷹
匠（
故・丹
羽
有
得
氏
弟
子
）の
伏
屋
典
昭
さ
ん

大緒

餌合子 口餌籠

丸鳩入れ

策 鷹をつないでおく紐。鷹の足に触れる部分は、
高貴な色の紫色が使われていた。

楕円形の木製の器
に漆を塗った餌入れ。
蓋で器を叩いて鷹
を呼び戻す。主にオ
オタカ用。

藤製の籠に根付を付けた、スズ
メを入れるための餌入れ。主に
ハイタカ用。

貼り重ねた和紙を漆塗りで仕
上げた一閑張の器で、丸鳩を
入れるための餌入れ。主にハ
ヤブサ用。

藤の花の蔓で作られた棒。
鷹に触れられないため、先を
水に濡らして柔らかくし、嘴
の汚れを拭いたり、翼や尾羽
の乱れを整える時に使う。

鷹を拳に据える時につける、
革製の手袋。流派により呼び
方が異なり、弓

ゆ
掛
がけ
ともいう。

＊江戸時代、格が 一 番上の鶴を
捕らえられるようになると、組紐
の色が紫色に格上げされた。

オオタカとハイタカ用／
大緒に正絹の組紐

ハヤブサ／麻紐

鞢

時
は
尾
張
藩
の
初
代
藩
主
で
あ
っ
た
徳

川
義
直
の
頃
。
新
た
な
鷹
狩
り
の
技
が
、

こ
こ
愛
知
で
生
ま
れ
る
。
そ
の
考
案
者

は
、尾
張
藩
士
の
横
井
作
左
衛
門
だ
。

あ
る
時
、作
左
衛
門
が
鷹
と
川
の

ほ
と
り
を
歩
い
て
い
る
と
、長

い
竹
竿
の
先
に
反
物
を
縛
っ
て

上げ鷹仕込みで使う麾
ざい

ハヤブサを獲物へ誘導する時や、
時計と反対まわりに回して呼び寄せたりする時に使う。

そ
の
思
い
は
、現
代
に
も
通
じ
る
。
鷹
に
つ
い

て
正
し
い
知
識
を
得
る
こ
と
を
は
じ
め
、人
と

鷹
や
、多
く
の
生
き
物
た
ち
と
の
共
生
の
大
切

さ
を
学
ん
で
い
く
こ
と
は
、生
物
多
様
性
を
保

全
し
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

今
も
昔
も
、様
々
な
生
き
物
が
生
き
る
世
界

を
見
せ
て
く
れ
る
鷹
。
そ
の
美
し
く
も
、厳
し
い

世
界
は
、私
た
ち
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。



心
お
き
な
く
話
が
で
き
、本
当
の
自
分
を
さ
ら

け
出
せ
る
友
人
と
出
会
え
た
学
生
時
代
は
、貴
重

で
あ
り
楽
し
か
っ
た
で
す
。
た
だ
、
振
り
返
っ
て

み
る
と
、ダ
メ
な
学
生
で
し
た
（
笑
）。
真
面
目
に

勉
強
を
せ
ず
、
何
が
し
た
い
の
か
、
将
来
の
こ
と

も
考
え
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
。
だ
か
ら
こ
そ
、

人
生
の
先
輩
と
し
て
若
い
人
た
ち
に
は
「
人
生
は

長
い
け
ど
短
い
。
時
間
を
大
切
に
し
、今
を
無
駄

に
す
る
な
よ
」と
伝
え
た
い
で
す
。

学
生
時
代
は
誰
も
が
、将
来
へ
の
期
待
や
不
安

を
抱
く
と
思
い
ま
す
。
同
時
に
、自
分
が
本
当
に

し
た
い
こ
と
は
何
か
、ど
こ
に
向
か
っ
て
生
き
て
い

こ
う
と
し
て
い
る
の
か
な
ど
、
人
生
に
つ
い
て
考

え
る
べ
き
時
期
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
時
期
に

考
え
る
こ
と
は
、必
ず
皆
さ
ん
の
糧
に
な
る
の
で
、

少
し
で
も
考
え
る
時
間
を
持
っ
て
ほ
し
い
で
す
。

人
生
は
自
分
で
つ
く
る
ド
ラ
マ
で
あ
り
、
主
人

公
は
自
分
。
す
べ
て
の
責
任
は
自
分
に
あ
る
の
で
、

最
後
に
後
悔
し
な
い
た
め
に
も
、や
り
た
い
こ
と

に
は
ど
ん
ど
ん
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

失
敗
し
た
ら
、
反
省
を
し
て
ま
た
進
め
ば
い
い
の

で
。
何
も
せ
ず
、
他
の
人
の
意
見
で
動
い
て
後
悔

す
る
よ
う
な
人
生
は
、送
っ
て
ほ
し
く
な
い
な
と

思
い
ま
す
。

私
は
理
科
系
の
大
学
で
学
ん
で
い
ま
し
た
が
、

就
職
先
に
選
ん
だ
の
は
、
ま
っ
た
く
違
う
分
野
の

テ
レ
ビ
業
界
で
す
。
私
に
と
っ
て
は
チ
ャ
レ
ン
ジ

を
伝
え
続
け
て
い
く
こ
と
が
使
命
と
考
え
て
い

ま
す
。

そ
し
て
、
信
頼
を
さ
ら
に
深
め
て

い
き
、
決
し
て
裏
切
ら
な
い
。

仕
事
は
も
ち
ろ
ん
、
人
と
人

が
つ
な
が
っ
て
い
く
う
え
で

信
頼
は
大
切
で
あ
り
、
話

す
一
言
ひ
と
言
や
行
動
が

積
み
重
な
っ
て
築
か
れ
て
い

く
も
の
で
す
。
し
か
し
、
自

分
の
利
に
な
る
よ
う
な
こ
と

を
優
先
す
れ
ば
、一
瞬
で
失
わ
れ

て
し
ま
う
の
で
、
真
摯
に
向
き
合
う
こ
と

を
常
に
心
掛
け
、
そ
の
重
要
性
を
社
員
た
ち
に

も
伝
え
て
い
ま
す
。

今
、
テ
レ
ビ
番
組
を
観
る
環
境
も
随
分
と
変

わ
り
ま
し
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
ド
ラ
マ
や
映

画
を
観
る
こ
と
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
き
て
い
る

中
で
、
我
々
テ
レ
ビ
業
界
も
テ
レ
ビ
放
送
だ
け
に

固
執
し
て
い
て
は
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
こ
で
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
共
存
し
て
い
く
た
め

に
、新
た
な
試
み
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
の
が
、

名
古
屋
の
テ
レ
ビ
局
四
局
合
同
の
動
画
・
情
報

配
信
サ
ー
ビ
ス
「L

ocipo

（
ロ
キ
ポ
）」
で
す
。
各

局
の
番
組
の
配
信
や
、地
域
の
グ
ル
メ
・
観
光
な
ど

の
情
報
を
得
ら
れ
る
サ
イ
ト
で
す
が
、
多
様
化

す
る
視
聴
環
境
に
対
応
し
な
が
ら
、テ
レ
ビ
の
存

で
あ
り
、ワ
ク
ワ
ク
す
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
し
た
。

営
業
に
配
属
さ
れ
て
一
、二
年
く
ら
い
経
っ
た
頃
、

仕
事
が
お
も
し
ろ
く
な
っ
て
き
た
こ
と

を
覚
え
て
い
ま
す
。
企
画
を
提
案

し
て
決
め
て
も
ら
え
た
時
の
達

成
感
や
、話
す
こ
と
で
信
頼
関

係
が
築
か
れ
て
い
く
こ
と
が

楽
し
か
っ
た
で
す
ね
。
も
し

か
し
て
、人
と
話
す
こ
と
が
好

き
な
の
か
な
と
思
っ
た
り
し
て

（
笑
）。
そ
れ
ま
で
人
と
話
す
こ

と
を
得
意
と
思
っ
た
こ
と
が
な
か
っ

た
の
で
、う
れ
し
い
気
づ
き
で
し
た
。

二
十
代
後
半
で
東
京
へ
転
勤
に
な
り
、二
十
年

以
上
東
京
に
い
ま
し
た
が
、名
古
屋
を
俯
瞰
し
て

見
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、良
い
経
験
で
し
た
。

そ
の
時
感
じ
た
の
は
、名
古
屋
は
や
は
り
一
地
方

で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
一
地
方
で
は
あ
る
け
れ

ど
重
要
な
位
置
づ
け
に
あ
り
、ビ
ジ
ネ
ス
や
観
光

な
ど
に
お
け
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
は
と
て
も
高
い
と

い
う
こ
と
で
す
。
各
企
業
が
文
化
醸
成
に
取
り

組
ん
で
力
を
つ
け
て
い
け
ば
、
も
っ
と
魅
力
的
な

地
域
に
な
っ
て
い
く
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
今
で

も
、そ
の
気
持
ち
は
強
く
あ
り
ま
す
。

東
海
テ
レ
ビ
も
、そ
の
一
翼
を
担
う
企
業
と
し

て
、
時
代
に
媚
び
る
こ
と
な
く
、ロ
ー
カ
ル
テ
レ
ビ

局
と
し
て
地
元
に
密
着
し
た
、地
元
重
視
の
情
報

「
勉
強
に
な
り
ま
し
た
」
と
言
え
る

素
直
さ
を
持
ち
続
け
た
い
で
す
。

小
島
浩
資（
東
海
テ
レ
ビ
放
送
株
式
会
社 

代
表
取
締
役
社
長

愛
銀
教
育
文
化
財
団 

理
事

）

在
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

価
値
観
が
多
様
化
す
る
中
で
、
社
員
に
伝
え

て
い
る
こ
と
は
「
お
花
畑
に
な
ろ
う
」
と
い
う
こ

と
。色
と
り
ど
り
の
花
が
咲
く
お
花
畑
に
な
っ
て
、

魅
力
的
な
集
団
に
な
ろ
う
と
い
う
意
味
で
、い
ろ

い
ろ
な
考
え
方
の
人
が
い
て
い
い
ん
で
す
。
そ
れ

ぞ
れ
が
ア
ン
テ
ナ
を
高
く
し
て
様
々
な
情
報
を

キ
ャ
ッ
チ
し
、ア
イ
デ
ア
を
出
し
合
う
こ
と
が
大
切

で
す
か
ら
。

も
ち
ろ
ん
、
方
向
性
を
決
め
て
一
体
と
な
っ
て

動
く
こ
と
は
必
要
で
、
そ
の
時
に
求
め
ら
れ
る
の

が
、
受
け
入
れ
る
力
。
自
分
と
違
う
考
え
方
を

受
け
入
れ
る
こ
と
は
、な
か
な
か
難
し
い
場
合
も

あ
り
ま
す
が
、
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
る

力
を
誰
も
が
身
に
付
け
、お
互
い
を
尊
重
し
合
え

ば
、
よ
り
素
晴
ら
し
い
番
組
が
作
れ
る
と
思
っ
て

い
ま
す
。
も
し
ダ
メ
だ
と
思
っ
た
ら
反
省
し
て
、

次
に
い
け
ば
い
い
。そ
れ
を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
、

誰
も
が
働
き
や
す
い
環
境
に
な
り
、ま
た
新
し
い

景
色
が
見
ら
れ
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。
と
は
言
っ

て
も
、な
か
な
か
難
し
い
で
す
け
ど
ね
。

尊
敬
す
る
先
輩
か
ら
教
わ
り
、ず
っ
と
心
に
留

め
て
い
る
言
葉
が
、「
い
つ
ま
で
も
素
直
で
あ
れ
」

と
い
う
言
葉
。
七
十
歳
、八
十
歳
に
な
っ
て
も「
勉

強
に
な
り
ま
し
た
」と
言
え
る
素
直
さ
を
持
っ
て
、

ワ
ク
ワ
ク
し
な
が
ら
成
長
し
続
け
、悔
い
の
な
い
人

生
を
過
ご
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
｜
談
｜

■小島浩資 プロフィール 
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舞
台
映
像
作
家
で
あ
る
山
田
晋
平
さ
ん
。
演

劇
や
オ
ペ
ラ
、ダ
ン
ス
な
ど
舞
台
の
演
出
で
使
わ
れ

る
映
像
制
作
を
は
じ
め
、
現
代
美
術
作
家
と
の
コ

ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
映
像

の
制
作
な
ど
、幅
広
い
フ
ィ
ー
ル
ド
で
活
躍
中
だ
。

「
映
像
は
、
今
で
も
な
け
れ
ば
、こ
こ
で
も
な
い

世
界
を
持
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
が

過
去
、
ま
た
は
未
来
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ

う
い
っ
た
演
出
は
、
映
像
で
な
け
れ

ば
で
き
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

映
像
で
し
か
表
現
で
き
な
い
こ
と

を
常
に
考
え
、チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
る

山
田
さ
ん
が
近
年
取
り
組
ん
で
い
る

の
が
、映
像
演
劇
。
演
劇
カ
ン
パ
ニ
ー

『
チ
ェ
ル
フ
ィ
ッ
チ
ュ
』
主
宰
の
岡
田

利
規
さ
ん
と
創
り
出
し
た
、
生
身
の

俳
優
が
登
場
し
な
い
、
全
く
新
し
い

か
た
ち
の
演
劇
だ
。

最
新
作
は
、
二
〇
二
二
年
に
韓

国
で
も
上
演
さ
れ
た
『
ニ
ュ
ー
・
イ

リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
』。
一
対
の
半
透
明
の
ア
ク
リ
ル
板
に

撮
影
し
た
作
品
を
投
影
す
る
の
だ
が
、
ふ
と
し
た

瞬
間
、
舞
台
に
い
な
い
は
ず
の
俳
優
の
気
配
を
感

じ
た
り
、
劇
場
内
が
あ
た
か
も
作
品
の
世
界
に
入

り
込
ん
だ
よ
う
な
感
覚
が
生
ま
れ
る
。

「
錯
覚
が
起
き
る
と
い
う
か
。
作
品
の
世
界
の

中
に
い
る
と
信
じ
た
く
な
る
仕
掛
け
を
作
り
、
お

「
お
稽
古
や
、む
す
め
か
ぶ
き
の
写
真
集
を
初
め

て
見
た
時
に
、
女
性
や
男
性
と
い
う
概
念
が
な
く
、

す
ご
い
も
の
を
見
た
と
い
う
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
」

と
い
う
の
は
、
む
す
め
か
ぶ
き
の
メ
ン
バ
ー
で
あ

る
柴
川
菜
月
さ
ん
。

む
す
め
か
ぶ
き
は
、十
二
代
目
市
川
團
十
郎（
市

川
宗
家
）
か
ら
姓
を
許
さ
れ
た
市
川
櫻
香
さ
ん
が

立
ち
上
げ
た
、
女
性
だ
け
の
歌
舞
伎

集
団
だ
。
現
在
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
と
し

て
、
歌
舞
伎
や
伝
統
芸
能
の
普
及
啓

発
を
目
指
し
、
公
演
や
講
座
・
出
版

活
動
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。

舞
台
で
は
近
年
、
能
や
狂
言
の
様

式
を
採
り
入
れ
る
な
ど
の
新
し
い
試

み
に
も
挑
戦
。
歌
舞
伎
で
も
、
能
や

狂
言
で
も
同
じ
だ
が
、
何
百
年
と
大

切
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
役
の
か
た

ち
は
、
真
似
て
真
似
て
自
分
の
も
の

に
し
て
い
く
。
そ
の
中
で
、そ
の
役
者

の
味
わ
い
が
出
て
く
る
と
い
う
。
そ

し
て
、
そ
こ
に
女
性
な
ら
で
は
の
感
性
や
身
体
的

な
違
い
が
加
わ
り
、
む
す
め
か
ぶ
き
な
ら
で
は
の

魅
力
が
生
ま
れ
る
。

伝
統
芸
能
の
魅
力
は
芸
だ
け
で
は
な
い
。
柴
川

さ
ん
は
、
日
常
の
振
る
舞
い
も
、お
稽
古
を
通
し
て

学
ぶ
こ
と
が
で
き
て
良
か
っ
た
と
教
え
て
く
れ
た
。

そ
の
振
る
舞
い
は
、
歴
史
の
中
ず
っ
と
積
み
重
ね
ら

客
様
の
想
像
力
を
搔
き
立
て
ら
れ
れ
ば
、
お
も
し

ろ
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
」

そ
し
て
今
、
最
も
興
味
を
持
っ
て
い
る
の
は
ス
ク

リ
ー
ン
の
素
材
や
形
。
映
す
素
材
や
環
境
に
よ
っ

て
、
全
然
違
う
効
果
が
生
ま
れ
る
と
考
え
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
に
も
カ
ー
テ
ン
や
非
常
口
の
扉
な
ど
様
々

な
素
材
や
形
へ
の
投
影
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
る
。

半
透
明
の
素
材
は
、
映
像
と
素
材
の
向
こ
う
側
に

見
え
る
世
界
を
同
時
に
見
ら
れ
、虚

構
と
現
実
が
つ
な
が
る
よ
う
な
感

覚
が
興
味
深
か
っ
た
そ
う
だ
。

「
今
後
は
、
透
明
な
素
材
や
煙
に

も
映
し
て
み
た
い
で
す
ね
。
ま
だ

ま
だ
研
究
中
で
す
が
、
そ
れ
ら
を

使
っ
て
、ど
う
や
っ
た
ら
お
も
し
ろ
く

見
せ
ら
れ
る
の
か
考
え
る
の
が
楽
し

い
で
す
」

記
憶
に
も
な
り
、
記
録
に
も
な

る
映
像
。
撮
影
し
て
い
る
時
は
“
現

在
”
で
、撮
影
し
た
も
の
を
見
る
時

は
“
過
去
”
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

「
常
に
過
去
を
振
り
返
ら
れ
る
こ
の
技
術
を
使

い
、
自
分
の
身
の
回
り
の
こ
と
や
、
社
会
の
こ
と
を

考
え
る
き
っ
か
け
に
な
る
よ
う
な
作
品
を
つ
く
っ
て

い
き
た
い
で
す
ね
」

映
像
の
可
能
性
に
挑
戦
し
続
け
る
山
田
さ
ん
の

今
後
の
活
躍
が
楽
し
み
だ
。

れ
形
づ
く
ら
れ
た
、一
番
美
し
い
形
で
あ
る
こ
と

を
実
感
し
た
と
い
う
。
そ
う
い
っ
た
伝
統
的
な
部

分
で
敷
居
が
高
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
が

ち
の
伝
統
芸
能
の
魅
力
を
、
若
い
人
を
は
じ
め
多

く
の
人
た
ち
に
ど
う
伝
え
て
い
く
か
。
柴
川
さ
ん

は
タ
イ
ミ
ン
グ
が
大
事
だ
と
考
え
て
い
る
。

「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
で
発
信
し
て
い
く
こ
と
で
、
歌
舞

伎
、伝
統
芸
能
と
い
う
言
葉
を
目

に
触
れ
る
機
会
を
増
や
し
、
浸
透

さ
せ
て
い
く
（
笑
）。
そ
う
す
る

こ
と
で
皆
さ
ん
、
受
け
入
れ
や
す

く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

い
ま
す
」

新
た
な
試
み
と
し
て
、
舞
台
映

像
の
配
信
を
始
め
た
。
す
り
足

や
顔
の
表
情
な
ど
細
か
な
部
分
を

ア
ッ
プ
で
撮
影
す
る
な
ど
、
劇
場

で
の
鑑
賞
と
合
わ
せ
て
楽
し
ん
で

も
ら
え
る
よ
う
試
行
錯
誤
中
だ
。

今
後
は
、歌
舞
伎
や
伝
統
芸
能

に
親
し
め
る
古
典
の
日
（
十
一
月
一
日
）
の
認
知
度

を
高
め
、多
く
の
人
が
興
味
を
持
っ
て
触
れ
ら
れ
る

環
境
づ
く
り
を
目
指
し
た
い
と
教
え
て
く
れ
た
柴

川
さ
ん
。

「
伝
統
芸
能
の
魅
力
を
伝
え
な
が
ら
、一
緒
に
楽

し
み
、学
ん
で
い
け
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
」

と
、最
後
に
目
を
輝
か
せ
な
が
ら
語
っ
て
く
れ
た
。

日本伝統芸能文化の普及啓発
NPO 法人 むすめかぶき
第31回助成（団体）

1983年発足。1992年に12代目市川團十郎より市川の姓を許される。12代目市川宗家監修「名古屋女流歌舞伎」、
能と歌舞伎による新作「天の探女」（藤田流能楽笛方宗家藤田六郎兵衛監修）など年2回以上の公演を開催。近年はさ
らに、伝統文化をつなぐ活動を広く開催し、子供たちへの指導も実施。40周年を迎える2023年は、記念公演を予定し
ている。

日本の美しい心と技に親しめる
環境づくりをしていきたい。

映像でしか表現できない、
新しい可能性を見つけていきたい。
舞台映像作家
山田晋平さん
第30回助成（個人）

愛知県豊橋市を拠点に活動。映像プロジェクト「ベイビーシアター『MARIMO』」映像ディレクション（2020年）、
オーベルジュ豊岡1925主催「女工哀歌1925」での映像・監修（2019年・兵庫）など多数の舞台映像や、地域にお
ける記録映像作品なども制作。豊橋にあるアトリエでは、地域の皆さんに芸術や文化に触れてもらおうと、様々な
テーマで「月イチ水あび」というワークショップを開催している。

カワラララプソディ

渚・瞼・カーテン

ニュー・イリュージョン

柴川菜月さん



校長の
大野正樹先生

顧問の
塚本雅則先生

部長の
黒柳桜介君

Ｊ
Ｒ
Ｃ
（Junior R

ed C
ross

（
青
少
年
赤
十

字
））
に
加
盟
し
て
か
ら
四
〇
年
以
上
、様
々
な
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
に
取
り
組
む
、岡
崎
東
高
校
の
Ｊ
Ｒ
Ｃ

部
。
そ
の
活
動
内
容
は
、手
話
の
啓
発
活
動
、学
童

保
育
や
放
課
後
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、独
居
老
人
宅
へ
の

訪
問
な
ど
、地
域
に
根
差
し
た
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

だ
が
、こ
こ
数
年
の
コ
ロ
ナ
過
で
は
活
動
も
制
限

さ
れ
、
生
徒
た
ち
は
高
校
生
で
あ
る
自
分
た
ち
が

取
り
組
め
る
こ
と
は
何
か
を
模
索
。

シ
ト
ラ
ス
リ
ボ
ン
の
普
及
活
動
や
医

療
従
事
者
へ
の
募
金
活
動
、コ
ン
タ

ク
ト
レ
ン
ズ
の
空
ケ
ー
ス
の
回
収
な

ど
校
内
で
行
え
る
活
動
に
取
り
組

ん
だ
。
そ
の
中
で
も
力
を
入
れ
て
い

た
の
が
、
盲
導
犬
や
聴
導
犬
と
い
っ

た
介
助
犬
の
啓
発
活
動
だ
。
チ
ラ
シ

を
制
作
し
た
り
、実
際
の
介
助
犬
と

ス
タ
ッ
フ
の
方
を
文
化
祭
に
招
い
て
、

そ
の
役
割
を
紹
介
し
た
。

「
こ
の
活
動
を
通
じ
て
、知
っ
て
も

ら
う
こ
と
の
難
し
さ
を
知
り
ま
し
た
」

と
い
う
部
長
の
黒
柳
桜
介
君
。
同
時
に
、
手
助

け
は
知
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
知
ら
な
い
こ
と
が

障
が
い
者
の
行
動
を
妨
げ
る
要
因
に
も
な
る
こ
と

に
気
づ
か
さ
れ
た
と
い
う
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
は
多
様
性
を
学
ぶ
場
に
も

な
っ
て
い
る
と
い
う
校
長
の
大
野
正
樹
先
生
。

「
い
ろ
い
ろ
な
人
と
触
れ
合
う
こ
と
で
、
自
分
自

身
と
向
き
合
い
、
ど
う
社
会
に
お
い
て
役
立
っ
て
い

け
る
よ
う
に
な
る
の
か
。
考
え
求
め
る
こ
と
で
、

視
野
を
広
げ
て
い
っ
て
ほ
し
い
で
す
」

ま
さ
に
、
教
育
方
針
で
あ
る
「
探
求
は
希
望
の

扉
を
開
く
」
と
い
う
言
葉
に
ふ
さ
わ
し
い
部
活
で

あ
る
と
話
し
て
く
れ
た
。

「
初
め
は
ど
う
し
て
も
独
り
よ
が
り
に
な
り
が

ち
で
す
が
、活
動
を
重
ね
て
い
く
中

で
、
自
分
に
求
め
ら
れ
て
い
る
役
割

は
何
か
を
考
え
て
取
り
組
め
る
よ

う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
」

ニ
ー
ズ
に
基
づ
く
活
動
と
い
う
本

来
の
意
味
を
、
実
践
を
も
っ
て
理
解

し
て
い
く
こ
と
に
努
め
て
い
る
顧
問

の
塚
本
雅
則
先
生
。
ニ
ュ
ー
ス
や
他

校
の
活
動
を
ヒ
ン
ト
に
、「
あ
れ
を

や
り
た
い
！
こ
れ
を
や
り
た
い
！
」

と
い
う
生
徒
た
ち
に
は
、ニ
ー
ズ
が

わ
か
っ
た
ら
、
ど
う
取
り
組
ん
で
い

く
か
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

今
後
は
コ
ロ
ナ
過
で
で
き
な
か
っ
た
、
施
設
な
ど

へ
の
訪
問
に
も
行
っ
て
み
た
い
と
い
う
黒
柳
君
。

「
出
会
え
た
皆
さ
ん
が
笑
顔
に
な
れ
る
、
そ
ん

な
活
動
を
し
て
い
き
た
い
で
す
」

楽
し
み
な
が
ら
奉
仕
の
心
を
養
っ
て
い
く
生
徒

た
ち
の
今
後
の
活
躍
に
期
待
が
ふ
く
ら
む
。

JRC 部
愛知県立岡崎東高等学校
第32回援助（高校生）

塚本雅則先生の指導の下、現在7名（男子2名、女子5名）が活動中。高校生ボランティア・アワード
2020で「平原綾香賞」（2020年）、ボランティア・スピリット・アワードで「コミュニティ賞」（2020）、
愛知県高文連ボランティア専門部活動発表県大会で最優秀賞など、様々な大会で賞を受賞。全
国高校生手話パフォーマンス甲子園でも、第4回・5回（2017年・2018年）で全国大会への出場
を果たしている。

誰もが笑顔になれるように。
知ることから始まるボランティア。

仲
間
達
の
近
況
メ
モ

●劇団天白月夜　第31回助成・団体
劇団天白月夜 第4回 本公演　天白文化小劇場会館25周年記
念第4弾「ほたる館物語」〔天白文化小劇場（名古屋市天白区）〕

● STRINGS（演劇）　第32回助成・団体
第8回公演「帰宅」〔昭和文化小劇場（名古屋市昭和区）〕

●新城吹奏楽団　第6回助成・団体
第95回定期演奏会〔新城文化会館大ホール（新城市）〕

●大橋敏彦さん（金工）　第3回助成・個人
第52回「あかね会工芸展」出展

〔愛知県美術館ギャラリー J1室（名古屋市東区）〕
●菅谷瑞恵さん（教育・演劇）　第33回助成・個人

リーディングシアター「ひと おもふ とき」に出演
〔劇団 ph-7地下劇場（名古屋市中区）〕

●愛知中世城郭研究会　第30回助成・団体
8月…「愛城研報告」第25号発刊

●まつり同好会　第25回助成・団体
9・11月…「まつり通信」621・622号発行

●忠震会　第8回助成・団体
9月…「岩瀬忠震西征日記注解」刊行

●長久手市郷土史研究会　第13回助成・団体
9月…「胡牀石」第60号発行

●野田史料館　第1回助成・団体
9月…「野田史料館報」第164号発行

●はんだ郷土史研究会　第19回助成・団体
9・11月…「はんだ郷土史だより」第104・105号発行

●美術文化史研究会　第11回助成・団体
9月…機関誌「びぞん」第100号発行

●名古屋郷土文化会　第7回助成・団体
9月…「郷土文化」第77巻第1号発行

●江南郷土史研究会　第3回助成・団体
10 ～12月…「江南郷土史研究会会報」524 ～526号発行

●小牧市文芸協会　第2回助成・団体
10 ～12月…郷土文芸誌「駒来」第609 ～611号発行

●愛知歴史研究会　第7回助成・団体
10月…「あいち歴研会誌」第177号発行

●三ツ松悟さん　第27回助成・個人
11月…れぽーと随想 第十巻「元刈谷村の歌人 豊後守 藤原今樹」を発行

●ため池の自然研究会　第26回助成・団体
12月…「ため池の自然」No.63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。

●名古屋郷土文化会（郷土史）　第7回助成・団体
名古屋郷土文化会 見学会「織田信長と小牧山城」

〔小牧山（小牧市歴史館等）（小牧市）〕
●旭如会（琵琶演奏）　第22回助成・団体

名古屋発祥 筑前琵琶八洲流創流百年記念「語り継ぐ百年」
〔名古屋能楽堂（名古屋市中区）〕

●神村泰代さん（アート作品制作）  第31回助成・個人
「町を紡ぐ 景色を織る 日 を々縫う その手を纏う　光を結わう」

〔長者町コットンビルグラウンド（名古屋市中区）〕
● Office KAN（演劇）　第28回助成・団体

Office KAN 第8回プロデュース公演「なんとなくリアな」
〔昭和文化小劇場（名古屋市昭和区）〕

●劇団天白月夜　第31回助成・団体
第2回 天白月夜祭「秋のひとときをハッピーに彩る自主公演」

〔天白文化小劇場（名古屋市天白区）〕

●彫刻村 村長 石川裕さん　第33回助成・個人
フラワーパーク Artプロジェクト展 －かわのほとりで－（出展）

〔国営木曽三川公園フラワーパーク江南（江南市）〕

●劇団名芸　第30回助成・団体
60周年記念第3弾「ベニスの商人」〔天白文化小劇場（名古屋市天白区）〕

●木曜座（演劇）　第18回助成・団体
第36回木曜座演劇公演「明日葉の庭」〔東海市立文化センターホール（東海市）〕

●はせひろいちさん（劇作・演出）　第8回助成・個人
劇団ジャブジャブサーキット・番外公演「シヴァ氏の幕間2022」（構
成・演出）〔損保ジャパン人形劇場ひまわりホール（名古屋市中区）〕

●コラボックル（打楽器とピアノアンサンブル）　第32回助成・団体
ランチタイム名曲コンサート2022「3人とは思えない驚きのサ
ウンド vol.2」〔宗次ホール（名古屋市中区）〕」

●劇団天白月夜　第31回助成・団体
第3回 てんぱく文化祭 劇団天白月夜「カラフル！」で出演

〔天白文化小劇場（名古屋市天白区）〕
●深澤伸友さん（海外演劇の翻訳・演出）　第32回助成・個人

リーディングシアター らっ・だい・と 名芸大・トライアウト公演「エバ・ペロン、もしくは…エ
ビータのひつぎ」（台本・演出）〔名古屋芸術大学 中アンサンブル室（北名古屋市）〕

●名古屋ビトクリア合唱団　第33回助成・団体
第26回定期演奏会〔熱田文化小劇場（名古屋市熱田区）〕

●田口友里衣さん（ガラスアート）　第31回助成・個人
ワークショップ開催〔文化フォーラム春日井（春日井市）〕

● Office KAN（演劇）　第28回助成・団体
りぶらサポータークラブ15周年記念公演 二人芝居「父と暮
せば」〔岡崎市図書館交流プラザりぶらホール（岡崎市）〕

●劇団名芸　第30回助成・団体
60周年記念公演　第79回公演「ベニスの商人」

〔天白文化小劇場（名古屋市天白区）〕
●奥三河音楽連盟　第8回助成・団体

第47回新城音楽祭〔新城文化会館大ホール（新城市）〕
●内ヶ島幹子さん（アートと人と交流と）　第33回助成・個人

第22回日・韓現代 ART 交流展 出展〔市民ギャラリー矢田（名古屋市東区）〕

2022年 9月

2022年 12月

2022年 10月

2022年 11月

書籍・会報誌等の発行

●語人 サヤ佳さん（語り活動）　第26回助成・個人
「テラブレーション in 新美南吉記念館2022」開催〔新美南吉記念館（半田市）〕
保見コンサート 文化で交流「音楽とお話の世界」に語りで出演〔保見交流館（豊田市）〕

●菅谷瑞恵さん（教育・演劇）　第33回助成・個人
七ツ寺共同スタジオ50周年記念公演「夢の肉弾三勇士」に
出演〔七ツ寺共同スタジオ（名古屋市中区）〕

●菅谷瑞恵さん（教育・演劇）　第33回助成・個人
「満蒙開拓を語り継ぐ」手記朗読プロジェクト

〔毎週月曜日22:00 ～ 配信〕

YouTube



編・集・後・記
今回ご紹介したむすめかぶきや鷹狩を通して、
日本の伝統文化や風習には、美意識や知恵など
様々な日本の“心”が息づいていると感じました。
また、時代を反映した新しい文化がいろいろ
生まれる中で、変わらぬものを受け継ぎ伝えていく
ことの大切さと難しさを感じました。
今年は、日本の心に触れられる伝統に少しでも
目を向け、新たな気づきを得られるといいな、と
思っています。

表・紙・作・品

「モカケーキ」 300×230 mm 
紙、鉛筆、色鉛筆、水彩

イミック新子さん作（第32回助成）

●作者の言葉
ハレの日を思わせるケーキと、幼い子どもの美し
い瞳・表情は、いつも私の憧れのモチーフです。
大切にしていたい心象風景です。
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〒460-8678  名古屋市中区栄三丁目14番12号
愛知銀行本店内 ☎（052）251-3211（代）
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