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無二流

背
丈
よ
り
長
い
棒
や
太
刀
を
手
に
、二
～
五

人
で
向
か
い
合
っ
て
打
ち
合
う
武
術
的
な
民
俗

芸
能
は
、「
棒
術
」「
棒
遣
い
」な
ど
の
名
称
で
全

国
の
各
所
に
伝
わ
り
、愛
知
県
や
岐
阜
県
で
は

「
棒
の
手
」と
呼
ば
れ
て
い
る
。

尾
張
旭
市
の
棒
の
手
は
昭
和
三
十
三
年

に
愛
知
県
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、昭
和

五
十
一
年
に
は
愛
知
県
無
形
民
俗
文
化
財
に

再
指
定
さ
れ
た
。
市
内
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
棒

の
手
に
関
係
す
る
モ
ニュ
メ
ン
ト
が
見
受
け
ら
れ

る
の
も
、棒
の
手
と
市
民
と
の
距
離
の
近
さ
を

思
わ
せ
る
。　

そ
れ
は
愛
知
県
の
中
で
最
多
の
五
つ
の
流
派
、

総
勢
約
七
百
人
と
い
う
規
模
か
ら
も
伺
え
る
と

い
う
も
の
だ
。

新居地区に伝わる。1361年
に新居村を開拓した水野又太
郎が伝えた。型や姿勢に厳しく、
特に足型が独特。掛け声を長く
のばす。多度神社に奉納。

稲葉地区に伝わる。毛受周
平が1811年に開いた。足を
踏ん張るのが基本。華やかな
動きも見どころ。一之御前神
社に奉納。

印場地区北部に伝わる。伝昌
院伝寿が1684年に開いた。攻
めを主体とした演技が多く、真
剣を使ったリアルな演技は迫力。
渋川神社に奉納。

印場地区北部に伝わる。八木弥市郎博章が
1714年に開いた。攻撃的で早業が特徴。演技
時間や掛け声も短い。渋川神社に奉納。

印場地区南部に伝わる。森下理右衛門が
1821年に開いた。後ろ押しが特徴。演技時間
も短い。股引が紺色。渋川神社に奉納。

尾張旭市の棒の手 五流派

そ
の
ル
ー
ツ
は
、山
伏
が
錫

し
ゃ
く

杖じ
ょ
う（

金
属
製
の

杖
）を
持
っ
て
い
た
よ
う
に
、お
そ
ら
く
は
修
験

道
の
護
身
術
が
原
型
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
農
村
に

伝
わ
り
、戦
国
時
代
に
は
農
民
の
自
衛
手
段
と

な
り
、や
が
て
は
五
穀
豊
穣
を
祈
る
神
事
の
芸

能
と
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。

濃
尾
平
野
な
ど
肥
沃
な
土
地
を
抱
え
て

い
た
せ
い
か
、棒
の
手
は
特
に
愛
知
県
が
盛
ん

で
、尾
張
地
区（
尾
張
旭
市
、名
古
屋
市
、長
久

手
市
、春
日
井
市
、小
牧
市
な
ど
）、三
河
地
区

（
豊
田
市
な
ど
）を
合
わ
せ
て
十
四
の
保
存
会
、

二
十
の
流
派
が
伝
統
を
受
け
継
い
で
活
動
を

続
け
て
い
る
。

そ
の
中
で
、今
回
注
目
し
た
の
は
尾
張
旭
市

の
棒
の
手
だ
。

五
流
派
は
、「
無む

二に

流
」「
検け

ん

藤と
う

流
」「
東と

う

軍ぐ
ん

流
」「
直じ

き

心し
ん

我が

流
」「
直じ

き

師し

夢む

想そ
う

東と
う

軍ぐ
ん

流
」だ
。

一
つ
の
原
型
か
ら
五
つ
の
流
派
が
派
生
し
た
の

か
と
思
い
き
や
、そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
成
り
立

ち
を
持
ち
、演
技
も
似
て
い
る
よ
う
で
、実
は
異

な
る
。
そ
れ
だ
け
、「
自
分
達
の
棒
の
手
」と
し

て
地
域
が
大
切
に
守
り
伝
え
て
き
た
の
だ
ろ
う
。

い
ず
れ
も
五
穀
豊
穣
を
願
っ
て
寺
社
に
奉
納

し
、祭
り
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
見
事
な〝
型
〟を
見

せ
て
い
る
。
観
客
は
、そ
の
勇
姿
と
演
技
の
迫
力

に
、ヤ
ン
ヤ
と
拍
手
を
送
り
、湧
き
か
え
る
の
だ
。

無二流（むにりゅう）

検藤流（けんとうりゅう）

東軍流（とうぐんりゅう）

直心我流（じきしんがりゅう）

直師夢想東軍流（じきしむそうとうぐんりゅう）
尾
張
旭
市
の
棒
の
手
を
代
表
し
て
、無
二
流

保
存
会
の
会
長
、副
会
長
か
ら
話
を
伺
っ
た
。

無
二
流
は
約
四
百
人
の
会
員
を
擁
し
、七
つ
の

分
会
を
持
つ
尾
張
旭
市
の
最
大
流
派
だ
。

「
無
二
流
は
、開
祖
の
水
野
又
太
郎
が
南
北

朝
時
代
に
吉
野
の
山
で
修
業
し
、そ
の
時
に
修

験
道
の
技
を
得
て
、

こ
ち
ら
に
帰
っ
て
き

て
配
下
の
農
民
に

伝
え
た
も
の
で
す
」

と
、会
長
の
若
杉
正
人
さ
ん
。

無
二
流
の
演
技
の
特
徴
は
足
に
あ
る
。
前
に

出
す
足
の
膝
が
ま
っ
す
ぐ
に
伸
び
て
い
る
の
だ
。

無二流棒の手保存会
会長　若杉正人さん



毎年10月第2日曜日開催
（一部の年を除く）

後
ろ
に
重
心
を
置
く
、ど
ち
ら
か
と
言
う
と
守

り
の
形
だ
。
ほ
か
の
流
派
で
は
、一
方
が
攻
め
、一

方
が
守
る
と
い
う
形
は
あ
る
が
、対
峙
し
た
両

方
が
守
る
形
と
い
う
の
は
珍
し
い
。

「
姿
勢
は
低
い
方
が
い
い
。
師
匠
や
先
輩
達
に

『
も
っ
と
下
げ
ろ
、も
っ
と
下
げ
ろ
』と
言
わ

れ
ま
す（
笑
）。
地

面
に
着
く
ぐ
ら
い

低
い
姿
勢
に
な
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
」

と
は
、副
会
長
の
若
杉
雅
康
さ
ん
だ
。

「
そ
れ
に
、棒
に
自
分
が
隠
れ
る
ぐ
ら
い
で
な

い
と
い
け
な
い
」（
会
長
）

無
二
流
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
覗
く
と
、十
代
家

元
の
は
し
が
き
の
中
に
こ
ん
な
文
言
が
あ
る
。

…
無
二
流
の
奥
義
へ
と
導
く
言
葉
だ
。

■取材・撮影協力、資料および写真提供／無二流棒の手保存会、尾張旭市教育委員会　

「
祭
り
の
当
日
の
朝
、夜
が
明
け
て
、鉄
砲
の

音
が
鳴
る
。
棒
の
手
の
衣
裳
を
着
る
。
だ
ん
だ

ん
高
揚
し
て
い
き
ま
す
。
十
月
の
青
い
空
を
見

上
げ
る
と
、『
お
祭
り
だ
。さ
ぁ
、や
る
ぞ
！
』と
い

う
気
持
ち
に
な
る
ん
で
す
よ（
笑
）。
そ
の
気
持

ち
を
新
し
い
住
民
の
皆
さ
ん
に
も
経
験
し
て
い

た
だ
き
た
い
。
そ
れ
が
尾
張
旭
市
へ
の
愛
情
に
つ

な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
」

さ
て
、そ
れ
ぞ
れ
の
流
派
と
地
区
の
結
び
つ
き

に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
、秋
の
祭
礼
を
待
つ
と
し

よ
う
か
。今
年
は
尾
張
旭
市
の
市
制
五
〇
周
年

に
当
た
り
、五
流
派
が
一
堂
に
会
す
る「
警け

い

固ご

」

の
年
だ（
予
定
）。こ
れ
は
見
逃
せ
な
い
！

「
無
二
流
は
一
つ
一
つ
の
所
作
を
き
ち
ん
と
決

め
て
い
く
。
だ
か
ら
、あ
ま
り
演
技
が
速
す
ぎ
る

と
決
ま
ら
な
い
。
逆
に
、東
軍
流
な
ど
は
流
れ
が

あ
っ
て
、う
ち
よ
り
ス
ピ
ー
ド
が
速
い
。そ
れ
ぞ
れ

の
流
派
で
千
差
万
別
で
す
」（
会
長
）

「
動
き
が
あ
っ
て
羨
ま
し
い
部
分
も
あ
り
ま

す
。
よ
そ
の
分
会
や
流
派
を
見
て
、い
い
と
こ
ろ

は
盗
ん
で
い
こ
う
か
と（
笑
）」（
副
会
長
）

門
外
不
出
だ
っ
た
棒
の
手
の
技
も
、さ
す
が

に
現
代
は
オ
ー
プ
ン
に
な
っ
て
、教
え
合
う
こ
と

も
あ
る
の
だ
と
か
。

「
所
作
の
組
み
合
わ
せ
で
す
か
ら
、多
く
の
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
、新
し
い
組
み
合
わ
せ
が

増
え
て
い
く
の
も
い
い
と

思
い
ま
す
」（
会
長
）

そ
の
柔
軟
さ
が
棒
の

手
を
今
日
に
生
か
し
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。

さ
ら
に
、

「
形
は
そ
の
ま
ま
残
っ

て
い
き
ま
す
が
、そ
れ
を

す
る
意
義
と
い
う
の
は

時
代
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て

い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
棒
の
手
も
災
害

●多度神社秋季大祭：無二流
●渋川神社秋祭り：	直心我流、東軍流、
	 	 直師夢想東軍流
●一之御前神社秋祭り：検藤流

棒
の
手
の

練
習
は
祭
礼

（
十
月
）の

二
～
三
週

間
前
か
ら
集

中
し
て
行
う

と
い
う
。
な

か
な
か
上

達
し
な
い
と
、

神
社
で
の
奉

納
で
は
演
技

が
で
き
ず
、町
内
巡
り
に
留
ま
る
こ
と
に
な
る

か
ら
、み
ん
な
一
生
懸
命
練
習
す
る
の
だ
。

「
棒
の
手
を
通
し
て
子
供
か
ら
お
父
さ
ん
、お

祖
父
さ
ん
の
年
代
ま
で
が
一
緒
に
つ
な
が
れ
る
。

地
域
の
横
の
つ
な
が
り
も
生
ま
れ
ま
す
。
無
二

流
の
歴
史
を
守
っ
て
い
く
役
目
と
と
も
に
、尾

張
旭
の
将
来
へ
と
つ
な
い
で
い
く
こ
と
は
非
常
に

や
り
が
い
が
あ
り
ま
す
」（
会
長
）

や
戦
争
を
乗
り
越
え
て
残
っ
て
来
た
の
に
は
意

味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
現
代
の
コ
ミ
ュニ
テ
ィ

を
作
っ
て
い
く
上
で
棒
の
手
に
は
役
割
が
あ
り
、

そ
れ
を
地
域
の
力
に
し
て
い
く
の
が
大
切
な
ん

だ
と
思
い
ま
す
」（
会
長
）

た
だ
古
い
も
の
を
残
す
だ
け
で
は
な
い
の
だ
。

無二流棒の手保存会
副会長　若杉雅康さん

「
若
い
頃
は
何
気
な
く
や
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

だ
ん
だ
ん
歴
史
的
な
こ
と
を
知
り
、六
五
〇
年

以
上
続
い
て
い
る
歴
史
の一
端
に
携
わ
ら
せ
て
も

ら
っ
て
い
る
ん
だ
な
と
実
感
し
て
い
ま
す
。
演
技

と
並
行
し
て
、歴
史
や
文
化
の
面
で
も
棒
の
手
を

伝
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
ね
」（
副
会
長
）

●　
　
　

●　
　
　

●

最
後
に
若
杉
会
長
曰
く
、

●尾張旭市民祭（城山公園）：献馬
（馬の塔）を棒の手隊、鉄砲隊
などが警固（警護）し、行進した
り、演技を披露したりする。

https://www.city.owariasahi.lg.jp/kurasi/kyouiku/bunka/bunkazai/siteibunkazai.html

白い封紙はケガがないようにと、
身体の腰に付けたり、棒や太刀、真剣などの

武具に付けるおまじないだ。
と同時に、棒が神の依

よ

り代
しろ

であり、
演者が神に仕える人であることを示す。

棒の手に「表」と「花棒」があるのをご
存じだろうか。
「表」とは、棒と太刀で演じる、神事的
要素の強いもの。脈 と々受け継がれて
きた本来の棒の手の形だ。社寺への
奉納で行われる。
「花棒」は、真剣や長刀といった〝キレモ
ノ〟も使い、祭りやイベントで華やかに
演じる。明治時代以降に観客を意識し
て発展した〝見せる棒〟だ。

※開催予定などは尾張旭市のホーム
ページで確認してください。

わらじ：保存会の会員やシルバー
人材センターの人々の手づくり。

風切（カザキリ）：中央に家紋。
周囲の模様は好みで入れる。
金糸を使った刺繍で、衣裳で一
番注目される。

長じゅばん：ハンテン
の下に着て、袖口から
チラ見せするのが粋。
出しすぎると年長者か
ら指導が入る?!

股引（モモヒキ）

帯

腕抜き（ウデヌキ）

襷（タスキ）

鉢巻（ハチマキ）

棒：6尺（約1m80cm）。硬くて
軽い。持つと振り回したくなる?!

木太刀：棒の手で「太刀」と
言えば真剣ではなく木製の
ものを指す。

半纏
（ハンテン）

脛巾（ハバキ）：脛に
巻いて足を保護し、動
きやすくする。

キレモノ：槍、長刀、真剣、
十手など。花棒で使う。 棒の手が持つ2面性



こ
こ
十
年
ぐ
ら
い
で
テ
レ
ビ
を
と
り
ま
く
環
境

は
本
当
に
変
わ
り
ま
し
た
。
テ
レ
ビ
広
告
費
と
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
広
告
費
が
つ
い
に
逆
転
し
ま
し
た
し
、

テ
レ
ビ
放
送
が
同
時
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
流
れ
る

時
代
に
な
り
ま
し
た
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
東
京
で
作
っ
た

番
組
を
全
国
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
流
し
て
い
ま

す
。
た
だ
、そ
れ
で
は
東
京
の
も
の
し
か
見
ら
れ

な
い
。
民
放
も
、
東
京
の
キ
ー
局
の
放
送
が
ネ
ッ

ト
で
全
国
に
流
れ
る
と
、ロ
ー
カ
ル
局
の
存
在
は
一

体
ど
う
な
る
ん
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
が
あ

り
ま
す
。
名
古
屋
も
そ
う
い
う
意
味
で
は
ロ
ー

カ
ル
で
す
か
ら
、
東
海
テ
レ
ビ
も
い
か
に
し
て
存

在
感
を
高
め
て
い
く
の
か
が
大
き
な
課
題
で
す
。

経
営
の
か
じ
取
り
は
大
切
で
す
が
、テ
レ
ビ
局

は
や
は
り
番
組
制
作
で
特
徴
を
出
し
て
い
か
な

け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
ど
の
よ
う
な
番
組
を
作

り
、放
送
し
、皆
さ
ん
に
信
頼
さ
れ
、喜
ん
で
い
た

だ
け
る
か
。

東
海
テ
レ
ビ
の
特
徴
と
い
え
ば
、一
つ
は
ス
ポ
ー

ツ
分
野
で
す
。
野
球
の
中
日
ド
ラ
ゴ
ン
ズ
戦
を
長

年
放
送
し
て
お
り
、
現
在
も
年
間
三
十
試
合
近

く
を
放
送
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
大
き
な
財
産

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
名
古
屋
ウ
ィ
メ

ン
ズ
マ
ラ
ソ
ン
の
中
継
や
、
男
女
の
ゴ
ル
フ
ト
ー
ナ

メ
ン
ト
も
放
送
し
て
い
ま
す
の
で
、
在
名
の
中
で

は
か
な
り
突
出
し
て
多
彩
な
ス
ポ
ー
ツ
コ
ン
テ
ン

ツ
を
皆
さ
ん
に
提
供
で
き
て
い
る
の
で
は
な
い
で

す
が
、
だ
い
た
い
二
か
月
単
位

な
の
で
、
制
作
も
費
用
も

け
っ
こ
う
大
変
な
ん
で

す
（
笑
）。

私
は
折
に
触
れ
「
不

易
流
行
」
と
い
う
言
葉

を
使
っ
て
い
ま
す
。
ず
っ

と
や
っ
て
き
た
こ
と
を
の

ほ
ほ
ん
と
守
っ
て
い
く
の
で
は

な
く
、
大
事
な
も
の
は
き
ち
ん
と
受

け
継
ぎ
、変
え
て
い
く
も
の
は
思
い
切
っ
て
変
え
て

い
く
。
伝
統
と
因
習
は
違
い
ま
す
。
伝
統
は
守

る
価
値
が
あ
る
深
い
も
の
で
、そ
の
意
味
を
理
解

し
て
次
に
つ
な
げ
て
い
く
も
の
。
漫
然
と
や
っ
て

い
る
も
の
は
伝
統
で
は
な
い
。
そ
こ
は
変
え
な

け
れ
ば
い
け
な
い
│
と
、
そ
ん
な
思
い
で
テ
レ

ビ
文
化
を
発
信
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

東
海
テ
レ
ビ
は
二
〇
一
八
年
に
開
局
六
〇
周

年
を
迎
え
、「
ふ
る
さ
と
イ
チ
バ
ン
！
東
海
テ
レ

ビ
」
と
い
う
、敢
え
て
ア
ナ
ロ
グ
的
な
ス
ロ
ー
ガ
ン

を
掲
げ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
エ
リ
ア
に
と
っ

て
無
く
て
は
な
ら
な
い
テ
レ
ビ
局
で
あ
り
た
い
、

こ
こ
に
暮
ら
し
て
い
る
皆
さ
ん
と
常
に
一
緒
に
い

た
い
と
い
う
、強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
込
め
て
い
ま
す
。

「
寄
り
添
う
」な
ん
て
い
う
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、

「
一
体
と
な
る
」と
い
う
決
意
で
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
地
域
へ
の
貢
献
も
大
切
に

し
ょ
う
か
。

も
う
一
つ
は
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
で
す
。
私

が
東
海
テ
レ
ビ
に
来
た
二
十
年
ほ
ど
前
は
、

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
は
深
夜
し
か
放
送
し
て

い
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
一
年
も
二
年
も

か
け
て
一
生
懸
命
作
っ
て
も
、
夜
中
で
す

か
ら
見
る
人
が
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
そ
こ

で
、
何
回
か
昼
間
に
放
送
す
る
よ
う
に
し
、

今
で
は
定
着
し
て
き
ま
し
た
。

と
は
言
っ
て
も
、テ
レ
ビ
で
は
こ
の
エ
リ
ア
の
人

に
し
か
見
て
い
た
だ
け
な
い
。
取
り
扱
っ
て
い
る

テ
ー
マ
の
多
く
は
、
ど
こ
の
エ
リ
ア
に
も
共
通
す

る
、
時
代
が
抱
え
た
問
題
で
す
。
も
っ
と
多
く
の

人
に
見
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
い
う

こ
と
で
、映
画
化
に
踏
み
切
り
ま
し
た
。
す
で
に

十
本
以
上
を
映
画
に
し
て
、大
き
な
劇
場
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、各
地
で
上
映
し
て
い
ま
す
。

三
年
前
の
『
人
生
フ
ル
ー
ツ
』
と
い
う
ド
キ
ュ
メ

ン
ト
映
画
は
約
三
十
万
人
に
見
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
そ
れ
が
刺
激
に
な
っ
て
、
各
地
の
民
放
が

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
映
画
化
に
挑
戦
す
る
流
れ

が
出
て
き
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
活
動
が
認
め

ら
れ
て
、一
昨
年
に
菊
池
寛
賞
を
い
た
だ
い
た
り

も
し
ま
し
た
。

ま
た
、
全
国
ネ
ッ
ト
の
ド
ラ
マ
を
レ
ギ
ュ
ラ
ー
で

制
作
し
て
い
る
の
は
、
東
海
地
区
で
は
当
社
だ

け
で
、
毎
週
土
曜
日
の
夜
に
放
送
し
て
い
る
ん
で

こ
の
エ
リ
ア
に
とって

無
く
て
は
な
ら
な
い
テ
レ
ビ
局
で
あ
り
た
い
。

内
田
　
優（

東
海
テ
レ
ビ
放
送 

代
表
取
締
役
会
長

愛
銀
教
育
文
化
財
団 

理
事

）

し
て
お
り
、東
海
テ
レ
ビ
文
化
賞
や
、障
が
い
者
の

方
々
に
光
を
当
て
る
東
海
テ
レ
ビ
ひ
ま
わ
り
賞
、

東
海
テ
レ
ビ
福
祉
文
化
事
業
団
の
福
祉
車
両『
愛

の
鈴
号
』
贈
呈
な
ど
、
先
輩
達
が
や
っ
て
き
た
こ

と
を
し
っ
か
り
受
け
継
い
で
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、東
海
テ
レ
ビ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
は
１
番

で
す
。
こ
れ
は
珍
し
い
ん
で
す
よ
。
日
本
全
国
、

ほ
と
ん
ど
１
番
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
す
か
ら
。

チ
ャ
ン
ネ
ル
は
国
か
ら
割
り
振
ら
れ
ま
す
。
戦

後
、
こ
の
地
域
で
は
占
領
軍
が
１
番
を
使
っ
て
い

ま
し
た
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
３
番
。
そ
の
後
、
占
領
軍
が

撤
退
し
て
１
番
が
空
い
た
の
で
、
そ
れ
を
東
海
テ

レ
ビ
に
割
り
当
て
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
デ
ジ
タ

ル
に
な
っ
た
時
に
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
を
１
番
に
と
い
う
話
も

あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
東
海
テ
レ
ビ
が
１
番
を
守

り
抜
い
た
と
か（
笑
）。

東
京
に
行
っ
て
１
番
を
つ
け
る
と
Ｎ
Ｈ
Ｋ
が
か

か
っ
て
し
ま
う
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
れ
が
名
古

屋
に
戻
っ
て
き
て
１
番
を
つ
け
る
と
東
海
テ
レ
ビ

に
な
る
。
何
と
な
く
ホ
ッ
と
す
る
。
そ
う
い
う

気
持
ち
を
大
事
に
し
て
い
き
た
い
。

だ
か
ら
こ
そ
、
１
番
へ
の
こ
だ
わ
り
は
こ
れ
か

ら
も
し
っ
か
り
持
っ
て
い
き
た
い
。
そ
れ
は
勝
ち

負
け
の
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

こ
そ
「
ふ
る
さ
と
イ
チ
バ
ン
！
」
で
す
。
そ
し
て

地
域
の
皆
さ
ん
に
ず
っ
と
可
愛
が
っ
て
い
た
だ
き

た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
｜
談
｜

■内田　優 プロフィール 

1950年、津島市生まれ。早稲田大学第一文学部
卒。1973年、中日新聞社に入社。社会部を中心に
記者生活 25年。1985年から5年間は運動部でド
ラゴンズを担当し、星野仙一監督の初優勝に立ち会
う。1998年に東海テレビ放送へ。2005年に取締
役となり、以後、常務取締役、専務取締役を歴任し
て、2013年に代表取締役社長に就任。2019年
から現職。仏像や庭園鑑賞は学生時代からの趣味。
スポーツ全般を見るが、特に関心が深いのはラグビー
と野球。「不易流行」「疾風に勁草を知る」を座右の
銘に、放送界の新たな方向性を切り拓く。



※北村想さん、佃典彦さん、鹿目由紀さんは、いずれも名古屋をベースとする劇作家・演出家。

熱
い
。
と
に
か
く
熱
い
の
だ
。
松ま

つ

井い

真ま
さ

人と

と
い

う
俳
優
は
。
そ
れ
で
い
て
、ど
こ
か
冷
静
で
、
演
技

の
細
部
ま
で
ち
ゃ
ん
と
計
算
し
て
い
る
。

本
格
的
に
演
劇
を
始
め
た
の
は
、
大
学
の
演
劇

部
で
の
こ
と
。
出
演
二
本
目
で
主
役
を
獲
得
。
毎

日
何
時
間
も
続
く
ハ
ー
ド
な
練
習
も
こ
な
し
、「
こ

ん
な
に
面
白
い
の
か
！
」と
の
め
り
込
む
。

「
で
も
全
然
ダ
メ
で
し
た
。
練
習
の
効
率
が
悪
い
。

方
法
論
が
し
っ
か
り
し
て
い
な

い
。
死
ぬ
ほ
ど
練
習
し
た
の
に
、

結
果
は
酷
評
で
し
た
」

悔
し
く
て
、自
分
で
も
び
っ
く

り
す
る
ぐ
ら
い
泣
い
た
。
そ
し

て
、
演
劇
の
道
に
進
む
こ
と
を

決
意
す
る
。
十
八
歳
の
夏
。

「
そ
の
後
、
先
輩
の
佃

つ
く
だ

典の
り

彦ひ
こ

さ

ん
に
、
芝
居
で
食
べ
て
い
く
に
は

ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
聞
い
た
ら
、

『
い
い
作
家
か
、い
い
演
出
家
を
探
し
な
さ
い
』
と

言
わ
れ
た
ん
で
す
よ
」

百
本
以
上
の
芝
居
に
目
を
通
し
、一
番
面
白
い

と
思
っ
た
の
が
鹿か

の
め目

由ゆ

紀き

さ
ん
の
演
出
だ
っ
た
。
そ

こ
で
彼
女
が
主
宰
す
る
劇
団
あ
お
き
り
み
か
ん
の

旗
揚
げ
に
参
加
。
今
で
は
立
派
な
看
板
俳
優
だ
。

松
井
さ
ん
の
言
葉
で
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、

「
演
劇
で
は
〝
私
と
あ
な
た
の
間
〟
に
あ
る
の
が

芸
術
だ
と
思
い
ま
す
。
僕
は
、
少
な
く
て
も
そ
う

ア
ン
ク
ロ
ン
と
は
、イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
竹
製
民
俗

楽
器
だ
。
横
に
振
っ
た
り
、
叩
い
た
り
。
カ
ラ
コ
ロ

カ
ラ
ラ
…
と
、
軽
や
か
な
響
き
が
心
地
よ
い
。
一
つ

で
一
音
。
い
く
つ
も
の
ア
ン
ク
ロ
ン
が
鳴
っ
て
、音
階

が
紡
ぎ
出
さ
れ
て
い
く
。

そ
ん
な
楽
器
に
魅
了
さ
れ
た
人
々
が
い
る
。
名

古
屋
を
拠
点
に
活
動
す
る
Ｌリ

ー

オ

Ｅ
Ｅ
Ｏ
ア
ン
ク
ロ
ン

チ
ー
ム
だ
。
愛
知
万
博
の
イ
ベ
ン
ト
で
演
奏
し
た

有
志
が
集
い
、
翌
年
に
結
成
し
た
。
メ

ン
バ
ー
は
約
二
十
名
。

「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
製
の
竹
の
楽
器
が

だ
ん
だ
ん
日
本
の
気
候
に
馴
染
ん
で

く
る
ん
で
す
。
生
き
て
い
る
み
た
い

で
し
ょ
（
笑
）」

と
、メ
ン
バ
ー
の
阿あ

知ち

波わ

純す
み

子こ

さ
ん
。

な
る
ほ
ど
、
音
色
の
味
わ
い
も
自
然

素
材
な
ら
で
は
か
。

楽
譜
は
数
字
譜
で
、自
分
の
番
号
で

振
る
と
、全
体
で
曲
が
完
成
す
る
。

「
一
拍
の
と
こ
ろ
を
一
拍
半
ぐ
ら
い

鳴
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
音
が
重
な
り
、
響
き
合
い

ま
す
。
何
十
も
の
音
が
和
音
に
な
っ
て
い
く
。
演

奏
し
て
い
る
時
は
、
音
の
中
に
包
み
込
ま
れ
て
、
そ

れ
は
も
う
気
持
ち
が
癒
さ
れ
る
ん
で
す
よ
」

月
六
回
の
練
習
、
月
に
一
回
の
ペ
ー
ス
で
演
奏
に

出
か
け
る
と
い
う
ハ
ー
ド
な
活
動
ぶ
り
。
行
き
先

は
幼
稚
園
や
保
育
園
、小
学
校
、高
齢
者
施
設
、そ

思
っ
て
演
劇
を
創
り
た
い
」

〝
あ
な
た
〟
と
は
、共
演
者
で
あ
り
、演
出
家
で

あ
り
、ス
タ
ッ
フ
で
あ
り
、
観
客
で
も
あ
る
の
だ
ろ

う
。
演
劇
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
芸
術
だ
と
言
わ

れ
る
所
以
だ
。
と
こ
ろ
で
、同
じ
舞
台
で
も
、昨
日

と
今
日
で
は
違
う
？

「
北
村
想
さ
ん
の
言
葉
で
、『
新
し
く
同
じ
で
あ

る
』
と
い
う
の
が
す
ご
く
好
き
で
。
同
じ
こ
と
を

や
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
そ
れ
は

新
し
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
よ

く
稽
古
場
で
『
昨
日
の
僕
と
芝

居
や
っ
て
な
い
？
』
っ
て
言
う

ん
で
す
（
笑
）」

驚
い
た
の
は
、
松
井
さ
ん
の

作
品
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
方
法
だ
。

台
本
を
手
に
し
た
ら
、
言
葉

を
、
行
動
を
、
背
景
を
、
徹
底

的
に
調
べ
る
。
必
要
な
ら
取
材

も
す
る
。
作
品
の
時
代
は
？　

場
所
は
？　

ど
ん

な
気
候
？　

隣
り
の
家
ま
で
の
距
離
は
？　

移
動

手
段
は
？
…
ど
ん
ど
ん
思
考
が
走
り
出
す
。
そ
れ

は
脳
科
学
（
！
）
の
分
野
に
ま
で
及
ぶ
。「
大
き
な

感
動
が
脳
の
シ
ナ
プ
ス
を
…
」。
理
論
派
で
あ
る
。

そ
し
て
演
劇
の
話
が
止
ま
ら
な
い
。

「
実
は
、働
い
て
い
る
と
い
う
よ
り
、遊
ん
で
い
る

み
た
い
な
感
じ
。
楽
し
い
で
す
（
笑
）」

永
遠
の
演
劇
少
年
、こ
こ
に
在
り
。

し
て
国
際
交
流
の
イ
ベ
ン
ト
へ
。
二
〇
一
五
年
に
は

ミ
ラ
ノ
万
博
へ
駆
け
つ
け
た
。
そ
の
行
動
力
に
脱

帽
！　

演
奏
だ
け
で
な
く
、観
客
に
ア
ン
ク
ロ
ン
を

渡
し
、そ
の
場
で
演
奏
体
験
を
し
て
も
ら
う
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
も
好
評
だ
。

こ
の
チ
ー
ム
の
面
白
い
点
は
、
代
表
者
が
い
な
い

こ
と
だ
。
イ
ベ
ン
ト
は
『
バ
ン
マ
ス
制
度
』
で
順
番

に
運
営
役
を
担
っ
て
い
く
。
さ
ら
に
、
譜
面
を
作

る
人
、パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
作
る
人
、
出
演

機
会
を
見
つ
け
る
人
、
等
々
。
み
ん
な

が
特
技
（
? !
）
を
生
か
し
て
自
分
の
役

割
を
こ
な
し
て
い
く
。

「
そ
れ
は
楽
器
に
由
来
し
て
い
る
と

思
う
ん
で
す
。〝
一
人
一
音
で
等
し
い
〟。

誰
が
欠
け
て
も
成
り
立
ち
ま
せ
ん
」

だ
か
ら
こ
そ
「
自
分
に
責
任
を
持

ち
、相
手
を
信
頼
す
る
」。

ア
ン
ク
ロ
ン
は
二
〇
一
〇
年
に
ユ
ネ
ス

コ
の
無
形
文
化
遺
産
に
認
定
さ
れ
た
。

Ｌ
Ｅ
Ｅ
Ｏ
の
夢
も
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で

地
元
の
人
々
と
共
演
し
た
い
、ま
た
万
博
で
演
奏
し

た
い
、ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
よ
う
な
大
舞
台
に
も
行
き

た
い
…
と
膨
ら
む
。

「
音
楽
に
国
境
は
な
い
で
す
し
、
人
と
人
が
つ
な

が
る
と
こ
ろ
が
一
番
い
い
で
す
ね
」

日
本
で
は
ま
だ
ア
ン
ク
ロ
ン
人
口
は
少
な
い
。「
た

だ
今
メ
ン
バ
ー
募
集
中
！
」と
の
こ
と
だ
。

世界民族楽器オーケストラ
ＬＥＥＯ アンクロンチーム
第29回助成（団体）

愛知万博後の2006年にLEEOを結成。現在、アンクロンチームとスチールパンチームが活動を続けている。ア
ンクロンチームのメンバーは、愛知県内はもとより、三重県や静岡県からも参加。基本的には指導者を置かず、
自分達で工夫を重ねながら日々研鑽を積む。名古屋を中心に各地の様々なイベントに出演。公共施設や教育
機関にも出向き、アンクロンの歴史や演奏方法などを紹介。2015年に自主公演を開催。インドネシアフェスティ
バル名古屋など国際交流イベントへの参加も積極的に行い、インドネシア大使館から感謝状も贈られている。

一人一音でつないでいく、
自然素材の音色と世界の人々。

理論や取材の積み重ねを武器に、
芸術家として最高の作品づくりに臨む。
俳優・演出家・プロデューサー
松井真人さん
第29回助成（個人）

名城大学の劇団獅子に入部し、1996年から俳優として活動。1998年、劇団あおきりみかんの旗揚げに参加。以降、
愛知県内および全国で公演。主演作品にて池袋シアターグリーンフェスティバル大賞、名古屋市民芸術祭賞など受
賞多数。劇団あおきりみかんの全公演に出演し、客演も多い。NHK「中学生日記」などTVドラマやCMでも活躍中。
学校演劇やワークショップでの指導も行い、演劇文化を次世代へとつないでいく。また、今後は海外での公演もめざ
す。8～10月には名古屋・東京で劇団あおきりみかんのツアーを予定。

阿知波純子さん



キャプテンの
永友悠雅さん

西
尾
東
高
校
の
野
球
部
は
今
、「
愛
知
県
の
公

立
高
校
で
甲
子
園
に
最
も
近
い
」
と
言
わ
れ
て
い

る
。
野
球
部
を
め
ざ
し
て
入
学
す
る
生
徒
も
増

え
て
き
た
。
部
員
数
は
約
八
十
名
。
公
立
高
校
で

一
番
野
球
部
員
が
多
い
学
校
で
も
あ
る
。

中
心
選
手
に
は
さ
ぞ
厳
し
い
練
習
を
課
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
ら
、
普
段
の
練
習
メ
ニ
ュ
ー

は
全
員
ほ
ぼ
同
じ
内
容
だ
と
い
う
。

「
生
徒
達
は
勉
強
も
頑
張
っ
て
い

る
の
で
、
効
率
的
に
練
習
し
な
が

ら
、思
い
切
り
好
き
な
野
球
を
や
ら

せ
た
い
と
い
う
の
が
第
一
で
す
」

と
、自
身
も
Ｏ
Ｂ
の
寺
澤
康
明
監

督
。
し
か
も
、
け
っ
こ
う
部
員
の
自

主
性
に
任
せ
て
い
る
の
だ
。

「
自
分
達
で
考
え
て
や
れ
る
よ
う

に
、わ
ざ
と
仕
向
け
て
い
ま
す
。
私

が
い
て
も
い
な
く
て
も
、
手
を
抜
か

ず
、一
生
懸
命
や
っ
て
い
ま
す
よ
」

予
算
が
少
な
い
、練
習
時
間
が
短
い
な
ど
、公
立

な
ら
で
は
の
悩
み
も
多
い
が
、
と
に
か
く
広
い
グ
ラ

ウ
ン
ド
で
、
の
び
の
び
と
投
げ
る
、
打
つ
、
走
る
！ 

昨
年
導
入
し
た
ピ
ッ
チ
ン
グ
マ
シ
ン
で
効
率
も
さ
ら

に
ア
ッ
プ
で
き
そ
う
だ
。　

西
尾
東
は
打
の
チ
ー
ム
？　

投
の
チ
ー
ム
？

「
あ
ま
り
決
め
て
い
な
い
で
す
。
対
戦
相
手
ご

と
に
、『
勝
つ
た
め
に
は
ど
う
す
る
か
』と
考
え
、し
っ

か
り
対
策
を
練
っ
て
い
き
ま
す
」

柔
軟
性
が
あ
っ
て
、途
中
で
作
戦
を
変
え
て
い
く

こ
と
も
で
き
る
わ
け
だ
。

「
相
手
に
と
っ
て
は
嫌
な
感
じ
（
笑
）。
引
き
出

し
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
、バ
ラ
ン
ス
型
の
チ
ー
ム
に
仕
上

げ
て
い
き
た
い
で
す
ね
」

一
昨
年
の
一
〇
〇
回
記
念
大
会
（
愛
知
県
で
二

校
出
場
）
で
は
東
愛
知
大
会
で
準
優
勝
。
甲
子
園

に
あ
と
一
歩
の
と
こ
ろ
ま
で
迫
っ

た
が
、強
豪
私
立
の
壁
は
厚
い
。

「
崩
し
て
い
く
の
は
な
か
な
か

難
し
い
で
す
が
、大
会
ご
と
に
一
つ

は
爪
痕
を
残
し
て
や
ろ
う
と（
笑
）。

一
つ
崩
せ
ば
、
ま
た
次
が
見
え
て

き
ま
す
」

今
年
度
の
キ
ャ
プ
テ
ン
を
担
う

の
は
、三
年
生
の
永
友
悠
雅
さ
ん
。

「
勝
つ
と
楽
し
い
で
す
（
笑
）。

昨
年
の
秋
は
な
か
な
か
勝
て
な
く

て
苦
し
か
っ
た
で
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
春
の

大
会
が
中
止
に
な
っ
た
時
に
、
み
ん
な
と
話
し
合

い
、夏
に
向
け
て
、い
つ
何
が
あ
っ
て
も
い
い
よ
う
に
、

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
く
保
っ
て
い
こ
う
と
気
持
ち

を
切
り
替
え
ま
し
た
」

そ
し
て
、「
目
標
は
甲
子
園
出
場
で
す
！
」と
キ
ッ

パ
リ
。
実
現
で
き
そ
う
な
目
標
は
強
い
。
ひ
た
む

き
な
高
校
野
球
っ
て
、や
は
り
い
い
な
。

硬式野球部
愛知県立西尾東高等学校
第30回援助（高校生）

1977年から夏の県大会に参加。ＯＢに元プロ野球中日ドラゴンズの岩瀬仁紀さんがいる。寺澤康明先生が監督
を務めて14年目。部長の島田泰嘉先生と二人体制で野球部を率いる。三河地区では優勝経験も重ね、2016年
には夏の全国高等学校野球選手権大会愛知大会でベスト４。2018年には、同100回記念大会東愛知大会で準
優勝、秋の愛知県高等学校野球選手権大会でベスト４。校長の馬場茂先生（大府高校の野球部監督として甲子
園出場）も「甲子園という目標に向かって、ひたむきに取り組む姿には刺激を受けます」とエールを送る。

甲子園はもう夢じゃない。
臨機応変、考える野球で強豪を崩す！

仲
間
達
の
近
況
メ
モ

●視覚障碍者の情報環境を考える会ボイス・ケイン 
	 第27回助成・団体

〈東彰治 追悼公演〉ボイス・ケイン朗読劇「外郎売物語」
 〔名古屋市港文化小劇場〕

●西村一成さん（絵画制作）　第20回助成・個人
西村一成展〔京都場／ KYOTOba（京都市）〕
西村一成新作展　AT A CROSSROADS
 〔ギャルリー宮脇（京都市）〕

●愛知の工芸2020に出展〔古川美術館（名古屋市千種区）〕
新野素子さん（染色）　第2回助成・個人
大橋敏彦さん（金工）　第3回助成・個人
森　克徳さん（陶芸）　第4回助成・個人

●坂本和也さん（絵画制作）　第30回助成・個人
個展「Spring ephemeral」
 〔nichido contemporary art （東京都中央区）〕

●中部産業遺産研究会  第30回助成・団体
第15回パネル展と講演会「ものづくり中部の革新者たち」
 〔名古屋都市センター（名古屋市中区）〕

●名知聡子さん（現代絵画）　第27回助成・個人
展覧会「化現の光　KEGEN no HIKARI」に出展
 〔アートラボあいち（名古屋市中区）〕

●改組 新 第6回日展 東海展に出展 
 〔愛知県美術館ギャラリー（名古屋市東区）〕

新野素子さん（染色）　第2回助成・個人
大橋敏彦さん（金工）　第3回助成・個人

●西村一成さん（絵画制作）　第20回助成・個人
「PAINTING THE JAPANESE BLUES INTRODUCING 
ISSE I NISHIMURA」開催
 〔Cavin-Morriis Gallery（アメリカ・ニューヨーク）〕

2020年 1月

2020年 3月

2020年 2月

書籍・会報誌等の発行

●守山リス研究会　第19回助成・団体
12 〜4月…「リス研通信」NO.4898 〜4997発行

●はんだ郷土史研究会　第19回助成・団体
12月…「知多半島郷土史往来」第6 号発行
1・3月…「はんだ郷土史だより」第88・89 号発行

●江南郷土史研究会　第3回助成・団体
1 〜4月…「江南郷土史研究会会報」491〜494号発行

●小牧市文芸協会　第2回助成・団体
1 〜4月…郷土文芸誌「駒来」第576 〜579号発行

●まつり同好会　第25回助成・団体
1・3月…「まつり通信」605・606号発行

●守山郷土史研究会　第1回助成・団体
1月…「もりやま」第39号発行

●野田史料館　第1回助成・団体
1月…「野田史料館報」第156号発行

●愛知歴史研究会　第7回助成・団体
2・4月…「あいち歴研会誌」第163・164号発行

●名古屋郷土文化会　第7回助成・団体
2月…「郷土文化」第74巻第2号発行

●名古屋民俗研究会　第8回助成・団体
3月…「名古屋民俗」61号発行
　　　名古屋民俗叢書5「東海の仏教民俗」発行

●長久手市郷土史研究会　第13回助成・団体
3月…「胡牀石」第55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。また、事前のご案内を基にご紹介
しているものもあり、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により活動が中
止となっていた場合は、ご容赦ください。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。

● NPO 法人てほへ（地域文化の伝承と再生）　第23回助成・団体
志多ら「たすき」名古屋公演
 〔日本特殊陶業市民会館（名古屋市中区）〕

●加藤佳代子さん（ソプラノ歌手）  第20回助成・個人
CD 発売記念加藤佳代子ソプラノリサイタル「An Evening 
Hymn夕べの賛歌〜リュートと一体化する16世紀歌唱の妙技〜
　〔電気文化会館 ザ・コンサートホール（名古屋市中区）〕
　〔東京オペラシティ近江楽堂（東京都新宿区）〕

●劇団名芸  第30回助成・団体
第76回劇団名芸公演「千石がゆく」
 〔劇団名芸アトリエ（名古屋市名東区）〕

●ミッドジャパン音の芸術祭実行委員会  第30回助成・団体
ミッドジャパン音の芸術祭
－どっぷり音に浸かる3日間、日本の真ん中で音泉を楽しむ－
 〔愛知県立芸術大学室内楽ホール（長久手市）他〕

※新型コロナウイルスの影響で部活動を自粛する以前の3月に取材。

校長の
馬場 茂先生

●
作
者
の
言
葉

春
先
の
短
い
期
間
に
開
花
し
、
１
年
の
ほ
と

ん
ど
を
地
中
で
過
ご
す
植
物
群
、「
ス
プ
リ
ン

グ
エ
フ
ェ
メ
ラ
ル
」を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
ま
す
。

他
の
植
物
と
の
競
争
を
避
け
る
た
め
に
ラ
イ

フ
サ
イ
ク
ル
に
時
間
差
を
つ
け
る
こ
と
で
繁
殖
、

生
存
し
よ
う
と
す
る
こ
れ
ら
の
花
々
に
焦
点

を
あ
て
、
自
己
の
潜
在
意
識
や
精
神
状
態
、
葛

藤
を
可
視
化
さ
せ
る
よ
う
一
筆
一
筆
を
重
ね

て
い
ま
す
。

今
回
の
取
材
で
出
会
っ
た
言
葉
の
中
か
ら
三

つ
紹
介
し
ま
す
。

「
形
は
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
き
ま
す
が
、そ
れ

を
す
る
意
義
と
い
う
の
は
時
代
に
よ
っ
て
変
わ

っ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」。

「
不
易
流
行
＝
大
事
な
も
の
は
き
ち
ん
と
受

け
継
ぎ
、
変
え
て
い
く
も
の
は
思
い
切
っ
て
変

え
て
い
く
」。

「
新
し
く
同
じ
で
あ
る
＝
同
じ
こ
と
を
や
っ

て
い
る
け
れ
ど
、そ
れ
は
新
し
い
」。

そ
れ
ぞ
れ
に
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
異
な
り
ま
す
が
、

頑
な
に
守
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
新
し
い

も
の
を
創
造
し
て
い
く
力
強
さ
を
感
じ
ま
し

た
。	

え
？	

そ
の
言
葉
は
ど
こ
に
あ
る
か
で
す

っ
て
？　
ど
う
ぞ
本
文
を
今
一
度
読
ん
で
、
見

つ
け
て
く
だ
さ
い
。

表
・

紙
・

作
・

品

編
・

集
・

後
・

記坂本和也さん作（第30回助成）

「Spring ephemeral」（部分） 
1818×4546mm
キャンバス、油彩

監督の
寺澤康明先生



募集期間 5月15日（金）〜6月30日（火）

募集要項

●対象
愛知県内を基盤に、教育及び文化活動の維持発
展に努力し、地道に、継続的、独創的な活動を行っ
ている個人又は団体で、次の条件を満たすものと
します。
①�行政機関（国又は地方公共団体）から助成を受けて
いないこと。
　※�助成が反復・継続ではない場合、助成金額が少額
の場合はこの限りではありません。

②営利を目的としないこと。
（注）�「教育活動」とは社会教育活動（スポーツを含

む）を主体とします。「文化活動」とは音楽、
演劇、舞踊、伝統芸能、美術、工芸、文芸、
郷土史研究等の分野とします。

●応募または推薦
原則として、個人又は団体からの直接申請としま
すが、第三者からの推薦申請も認めます。

●対象
愛知県内の高等学校における文化及び体育活動。
●援助金の額および件数
援助金は25万円単位で、文化・体育で各150万
円以内。

●助成金の額及び件数
個人に対し、助成金は１件につき30万円を8名
以内。団体は１件につき40万円を10団体以内。

●助成金給付の決定及び通知
給付の決定は選考委員会の選考審査を経て、理事
長が決定します。結果は書面にて申請者に通知し
ます。

●助成金給付の時期
助成金は決定通知後、１ヶ月以内に給付します。

●申請方法
◇�申請用紙は財団事務局または最寄りの愛知銀行
窓口にお尋ねください。ホームページからも
ダウンロードできます。
◇�所定の申請書に記入のうえ、5月15日（金）か
ら6月30日（火）までに当財団へ提出してくださ
い。ただし郵送の場合は、当日の消印まで有効と
します。

●申請方法
「文化活動」においては愛知県高等学校文化連盟、
「体育活動」においては愛知県高等学校体育連盟の
会長推薦が必要です。
※�その他、募集期間等については一般助成と同様です。

一般助成

高校生への援助

※応募の際の申請書並びに添付資料はご返却いたしませんのでご了承願います。
※�応募された方の個人情報につきましては、当財団事業にて使用させていただき、当財団の個人情報保護方針に
基づき適正に管理します。

お問合わせ先 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
〒460-8678��名古屋市中区栄三丁目14番12号（愛知銀行本店内）

公益財団法人  愛銀教育文化財団  事務局  
☎ (052)262-9601 ダイヤルイン

https://www.aichibank.co.jp/company/csr/foundation/

（令和2年度）
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