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お父さんと　 お母さん！？

金鯱には雄 　と雌がいる

（名古屋城大天守北側）
ちょっとやんちゃな感じ！？
シュっと垂直に反りあがる、細い
体が特徴。精悍な眼に、グワッと
開かれた口が、格好良さを引き立
てている。（朝日さん談）

（名古屋城大天守南側）
肝っ玉母さんのような感じ！？
ゆるやかな曲線で反りあがる、ぽっ
ちゃりとした体が特徴。全体に丸
みを帯びた、あたたかな雰囲気を
醸し出している。（朝日さん談）

名
古
屋
城
に
は
大
天
守
の
金
鯱
以

外
に
も
、瓦
鯱
な
ど
た
く
さ
ん
の
鯱

が
小
天
守
や
櫓
、門
の
屋
根
を
飾
っ

て
い
た
。
昭
和
二
〇（
一
九
四
五
）

年
の
空
襲
で
ほ
と
ん
ど
を
失
う
が
、焼

け
残
っ
た
江
戸
時
代
の
鯱
も
あ
る
。

正
門
や
表
一
之
門
に
掲
げ
ら
れ
た
銅
鯱
だ
。

た
だ
こ
の
銅
鯱
、正
確
に
は
元
々
名
古
屋
城

に
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
明
治
時
代
に
天
皇

の
御
宿
泊
所
と
な
っ
た
名
古
屋
城
に
、江
戸
城

徳
川
家
康
の
天
下
普
請
で
、慶

長
一
七（
一
六
一
二
）年
に
完
成
し
た

名
古
屋
城
。
大
天
守
の
屋
根
に
は
、

一
対
の
金
鯱
が
光
り
輝
い
て
い
た
。

そ
の
豪
華
絢
爛
な
姿
と
、雨
ざ
ら
し

に
す
る
大
胆
さ
に
、当
時
の
人
々
は

舌
を
巻
き
、金
鯱
の
う
わ
さ
は
日

本
中
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
。

金
鯱
の
う
ろ
こ
は
、銅
板
で
裏
打

ち
さ
れ
た
分
厚
い
金
の
板
で
作
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
一
枚
一
枚
を
、鉛

で
覆
っ
た
寄
せ
木
の
芯
木
に
銅
釘
で

打
ち
付
け
て
固
定
。
強
風
を
受
け

て
も
剥
が
れ
落
ち
な
い
耐
久
性
を
誇
っ
て
い
た
。

金
鯱
は
と
に
か
く
重
い
。
う
ろ
こ
の
金
の
重

さ
だ
け
で
も
、一
対
で
三
二
〇
・一
キ
ロ（
慶

長
小
判
で
一
七
九
七
五
両
）。
か
な
り
の
荷
重

が
建
物
に
か
か
る
が
、大
天
守
は
ビ
ク
と
も
し
な

い
。
迫
力
の
あ
る
美
し
い
金
鯱
と
名
古
屋
城
の

優
れ
た
構
造
が
、当
時
の
大
工
技
術
の
素
晴
ら

し
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。ま
さ
に
、
江
戸
の
匠
た

ち
の
技
に
よ
っ
て
生

み
出
さ
れ
た
傑

作
で
あ
り
、家

康
が
城
づ
く
り

の
集
大
成
と
し

た
城
で
あ
っ
た
。

口で屋根を食んで固定。
金鯱の口の中に屋根の部材を入れ、
しっかり留められている。

名
古
屋
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
名
古
屋
城
の
金
鯱
が
、

二
○
二
一
年
、地
上
に
舞
い
降
り
ま
し
た
。

江
戸
時
代
に
誕
生
し
た
初
代
か
ら

昭
和
に
復
元
さ
れ
た
二
代
目
ま
で
、そ
の
歴
史
は
意
外
と
波
乱
万
丈
。

金
鯱
に
、ど
ん
な
物
語
が
あ
っ
た
の
か
。

名
古
屋
城
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
の
学
芸
員
、

朝
日
美
砂
子
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

銅鯱

雄雌

金シャチの仕様
初代 二代目

制作年 慶長17年（1612年） 昭和34年（1959年）

大きさ 雄約2.58m（8尺5寸）
雌約2.52m（8尺3寸）

雄2.621m
雌2.579m

金の品質 20金 18金

金板の厚さ － 0.15mm

金の重量 雌雄合わせて慶長小判で
17,975両（320.1kg）

雄45.2kg
雌43.4kg

うろこの枚数 雄194枚・雌236枚 雄112枚・雌126枚

白眼・歯の素材 銀 銀

黒眼の品質 赤銅 赤銅

原型の材質 木材（寄せ木造り） 青銅（鋳物）

金
鯱
だ
け
で
は
な
い
！
名
古
屋
城
の
鯱

江
戸
時
代
の
初
期
に
は
、徳
川
家

康
の
命
で
名
古
屋
城
を
は
じ
め
江
戸

城
や
大
阪
城
な
ど
、主
だ
っ
た
城
が

造
営
さ
れ
た
。
徳
川
家
主
導
の
た
め
、

建
設
に
関
わ
っ
た
大
工
集
団
は
名
古

屋
城
と
ほ
ぼ
同
じ
。
名
古
屋
城
の
金

鯱
が
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
な
り
、他
の
城

で
も
同
じ
よ
う
な
形
状
で
作
ら
れ
た
。

江
戸
城
と
大
阪
城
は
江
戸
時
代

に
焼
失
し
た
が
、名
古
屋
城
の
金
鯱

は
昭
和
の
空
襲
で
焼
け
る
ま
で
生
き

残
る
。
史
料
や
図
面
、写
真
な
ど
が

豊
富
に
あ
り
、昭
和
三
〇
年
代
に
始

ま
っ
た
城
の
復
元
ラ
ッ
シ
ュ
で
は
、名
古

屋
城
の
金
鯱
が
基
と
な
っ
た
。

江
戸
時
代
も
そ
う
で
あ

っ
た
が
、現

代
で
も
日

本
の
多
く
の
城

の
鯱
は
、金
鯱
と
兄

弟
姉
妹
の
よ
う
な
間
柄
と
言
え
る

だ
ろ
う
。

鯱とは、頭が
虎で体は魚
の想像上の生

き物。起源の一説
として言われているのが、
中国の古い書物『事物起
源』に書かれている水の精、

「鴟尾」。火災を避ける水の
守り神として、屋根に掲げられ
ていた。この鴟尾が時代ととも
に形を変え、今のような慣れ親し

む鯱の形となった。

そもそも
鯱って何？

名古屋城大天守の北側が 雄で、南側が雌。
特徴は、空に撥ね上げられ た大きな尾ひれと鋭いとげ
のついた背中。そして、名古 屋のまちを見守るきりっとし
た眼。大きさは雄のほうが少 し大きい。雌のほうがうろこ
の枚数が多いため、少しきら びやか。見分けられるかな？

金
鯱
の
兄
弟
！？
が
、日
本
の
あ
ち
こ
ち
に

か
ら
移
さ
れ
た
も
の
。
大
き
さ
は
金
鯱
の
半
分

く
ら
い
だ
が
、立
派
な
姿
を
し
て
い
る
。

江
戸
城
の
鯱
で
は
あ
る
が
、名
古
屋
城
の
金

鯱
を
お
手
本
に
し
て
い
る
た
め
形
状
は
ほ
ぼ
同

じ
。名
古
屋
城
の
鯱
と
も
言
え
る
。



学芸員の朝日さん

7月11日（日）まで　午前10時～午後8時（入場は閉場30分前まで）
●入場料：500円（小学生以上）
●場所 : 栄・ミツコシマエ ヒロバス

（名古屋市中区栄3丁目5‐10の先（久屋
大通公園内））

主催／名古屋城金シャチ特別展覧実行委員会
（名古屋市、名古屋商工会議所、中部経済連合
会、中日新聞社、東海テレビ放送、東海ラジオ
放送、名古屋城振興協会、名古屋観光コンベン
ションビューロー）
共催／ヒロバス運営委員会
特別協賛／株式会社トップ、大日本印章株式会社

名古屋城金シャチ
特別展覧

取
り
壊
し
の
危
機

第
二
の
受
難

戦
火
に
巻
き
込
ま
れ
る

第
四
の
受
難

う
ろ
こ
が
盗
ま
れ
る

第
三
の
受
難

誕
生
か
ら
四
〇
〇
年
を
超
え
る
金
鯱
。
現

代
の
金
鯱
は
二
代
目
だ
が
、そ
の
身
に
は
す
べ
て

の
時
代
の
歴
史
と
と
も
に
、人
々
の
様
々
な
思

い
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。「
鯱
の
造
形
と
い
う
だ

け
で
は
な
く
、人
々

に
力
を
与
え
て
く

れ
る
も
の
」と
、今

回
お
話
を
伺
っ
た

朝
日
さ
ん
は
、金
鯱
の
魅
力
を
教
え
て
く
れ
た
。

い
つ
の
時
代
も
人
々
の
す
ぐ
側
に
寄
り
添
っ

て
き
た
金
鯱
。
こ
れ
か
ら
も
変
わ
ら
ぬ
力
強
い

姿
で
、見
守
り
続
け
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

■取材協力・資料提供／名古屋城総合事務所 名古屋城調査研究センター
■参考／名古屋城ホームページ・描かれた名古屋城、写された名古屋城・金鯱 やっぱりシャチだわ（INAX BOOKLET’92-NO.Ⅱ）・名古屋城金シャチ特別展覧 公式ガイドブック

江
戸
時
代
、華
々
し
く
名
古
屋
の
空
に
登
場

し
た
金
鯱
も
、時
代
の
波
に
は
逆
ら
え
ず
、数
々

の
困
難
に
あ
っ
た
。

尾
張
藩
が
、財
政
が
苦
し
く
な
る
た
び
に
目

を
つ
け
た
の
が
、金
鯱
。
記
録
に
よ
れ
ば
、享
保

一
五（
一
七
三
〇
）年
、文
政
一
〇（
一
八
二
七
）

年
、弘
化
三（
一
八
四
六
）年
の
三
回
に
わ
た
っ

て
、う
ろ
こ
の
一
部
が
小
判
に
鋳
直
さ
れ
て
い

る
。
改
鋳
の
た
び
に
う
ろ
こ
の
金
板
は
薄
く
な

り
、輝
き
も
鈍
い
も
の
に
。

そ
し
て
、一
回
目
の
改
鋳
後
、金
鯱
は
金
網
に

覆
わ
れ
て
し
ま
う
。
鳥
に
つ
い
ば
ま
れ
る
の
を
防

ぐ
た
め
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、実
は
輝
き
の
落
ち

た
姿
を
隠
す
た
め
と
も
・・・
。
身
を
投
げ
う
っ
て

尾
張
藩
を
救
お
う
と
し
た
金
鯱
。
残
念
な
が
ら
、

戦
後
、名
古
屋
城
の
復
活
を
望
む
市
民
の
声

に
よ
り
、金
鯱
は
大
天
守
の
再
建
と
と
も
に
復
元
。

史
料
や
写
真
な
ど
が
豊
富
に
残
っ
て
お
り
、初
代

の
金
鯱
と
同
じ
姿
で
蘇
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。

ち
な
み
に
作
り
方
は
、芯
木
が
寄
せ
木
か
ら

青
銅
に
代
え
ら
れ
た
だ
け
で
、う
ろ
こ
の
作
り

方
な
ど
は
初
代
と
同
じ
。
た
だ
、う
ろ
こ
の
金
板

の
厚
さ
は
極
薄
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

二
代
目
の
う
ろ
こ
の
金
板
の

取
り
付
け
加
工
は
、大
量
の

金
を
扱
う
た
め
大
阪
造
幣

局
に
依
頼
。
一
枚
一
枚
に
、大

阪
造
幣
局
の
ロ
ゴ
と
数
字
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
。

明
治
時
代
、宮
内
省
へ
献
納
さ
れ
た
後
、金

鯱
は
様
々
な
地
を
旅
す
る
こ
と
に
な
る
。

雄
の
金
鯱
は
湯
島
聖
堂
で
開
催
さ
れ
た

日
本
初
の
博
覧
会（
明
治
五（
一
八
七
二
）

屋
市
旗
の
竿
頭
と
茶
釜
に

形
を
変
え
、輝
き
を
放
っ

て
い
る
。

う
ろ
こ
が
鋳
直
さ
れ
る

第
一
の
受
難

明
治
に
な
り
、名
古
屋
藩
知
事
と
な
っ
た

名
古
屋
城
最
後
の
城
主
、徳
川
慶
勝
。
明
治
三

（
一
八
七
〇
）年
に
、金
鯱
は
無
用
の
長
物
と

し
、宮
内
省
へ
の
献
納
を
申
し
出
、翌
年
に
は
大

天
守
か
ら
降
ろ
さ
れ
東
京
へ
。
東
京
で
待
ち
受

け
て
い
た
の
は
、鋳
つ
ぶ
し
の
運
命
・・・
。

こ
の
危
機
を
救
っ
た
の
が
、当
時
の
日
本
駐

在
ド
イ
ツ
公
使
マ
ッ
ク
ス
・
フ
ォ
ン
・
ブ
ラ
ン
ト
氏

だ
。
ブ
ラ
ン
ト
公
使
ら
の
、名
古
屋
城
と
金
鯱

が
ど
れ
だ
け
素
晴
ら
し
く
、歴
史
的
価
値
が
あ

る
か
と
い
う
訴
え
に
よ
り
取
り
壊
し
は
中
止
に
。

そ
の
後
、姫
路
城
と
と
も
に
永
久
保
存
す
る
こ

と
が
陸
軍
省
な
ど
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
。
ま
さ

に
金
鯱
取
り
壊
し
の
危
機
一
髪
だ
っ
た
。

太
平
洋
戦
争
で
名
古
屋
へ
の
空
襲
の
激
し
さ

が
増
す
昭
和
二
〇（
一
九
四
五
）年
、金
鯱
の
疎

開
が
計
画
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、地
上
へ
降
ろ
す

途
中
に
大
空
襲
に
あ
い
、大
天
守
と
と
も
に
焼

け
落
ち
て
し
ま
っ
た
。

初
代
雌
の
金
鯱
の
残
骸
が
焼
け
跡
か
ら
見
つ

か
る
が
、進
駐
軍
に
摂
取
さ
れ
て
し
ま
う
。
昭

和
四
二（
一
九
六
七
）年
、六
・六
キ
ロ
の
金
塊
と

な
っ
て
名
古
屋
市
へ
返
還
さ
れ
、現
在
は
名
古

明
治
以
降
、金
鯱
の
う
ろ
こ
は
三
回
盗
ま

れ
て
い
る
。
特
に
世
間
を
賑
わ
せ
た
の
が
、昭
和

一
二
（
一
九
三
七
）年
の「
昭
和
の
金
助
」事
件

だ
。
当
時
四
〇
代
の
大
阪
の
男
性
が
、一
般
参

加
者
を
装
っ
て
城
内
へ
。
息
を
潜
め
て
深
夜
に

な
る
の
を
待
ち
、名
古
屋
市
が
実
測
調
査
で
組

ん
だ
足
場
を
伝
っ
て
、北
側
の
雄
の
金
鯱
か
ら

う
ろ
こ
五
八
枚
を
盗
む
。

事
件
名
の
金
助
は
、江
戸
時
代
に
実
際
に
い

た
盗
賊
の
柿
木
金
助
が
、大
凧
に
乗
っ
て
金
鯱

の
う
ろ
こ
を
三
枚
盗
ん
だ
と
い
う
伝
説
に
な
ぞ

ら
え
ら
れ
て
い
る
。

初
代
の
金
鯱
は
泥
棒
た
ち
の
格
好
の
的
と
な

り
、何
度
も
狙
わ
れ
た
が
、二
代
目
金
鯱
は
、ま

だ
一
度
も
盗
ま
れ
て
い
な
い
。

そ
の
効
果
は
な
く
、尾
張
藩
の
赤
字
は
続
い
た
。

年
）を
は
じ
め
、全
国
各
地
の
博
覧
会
に
出

品
。
雌
の
金
鯱
は
海
を
渡
り
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で

開
催
さ
れ
た
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会（
明
治
六

（
一
八
七
三
）年
）へ
。
国
内
、海
外
と
も
に
、ど

こ
で
も
金
鯱
は
目
玉
展
示
品
と
な
っ
て
、大
人

気
を
博
し
た
。

そ
の
頃
名
古
屋
で
は
、金
鯱
の
返
還
を
望
む

声
が
高
ま
っ
て
い
た
。願
い
は
叶
っ
て
、明
治
一
二

（
一
八
七
九
）年
、金
鯱
は
故
郷
へ
戻
り
、再
び

名
古
屋
城
の
屋
根
に
蘇
っ
た
。

元昌平坂聖堂ニ於テ　博覧会図

名古屋鯱三題乃内　雪の犬山を望む
一般財団法人名古屋城振興協会 提供

一般財団法人名古屋城振興協会 提供

進駐軍の摂取から逃れた金鯱のうろこ
戦火を受けて輝きを失ったものなどがあり、空襲の激しさを伝える貴重な歴史的遺産。
名古屋城総合事務所 提供



「
世
の
中
で
変
わ
ら
な
い
の
は
、
変
わ
る
と
い

う
こ
と
だ
け
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
自

然
や
社
会
な
ど
、
私
た
ち
を
取
り
巻
く
環
境
が

常
に
変
化
し
て
い
る
中
で
、
戒
め
の
意
味
を
込
め

て
、い
つ
も
思
っ
て
い
る
言
葉
で
す
。
そ
し
て
、今

回
の
コ
ロ
ナ
禍
で
、
こ
の
言
葉
の
意
味
を
改
め
て

強
く
痛
感
し
ま
し
た
。
全
世
界
で
経
済
な
ど
様
々

な
こ
と
が
止
ま
っ
て
し
ま
い
、
日
常
生
活
に
至
る

ま
で
あ
ら
ゆ
る
面
で
大
き
な
影
響
が
あ
り
ま
し

た
。
本
当
に
、ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
社
会
変
化
に
つ

な
が
る
よ
う
な
話
で
す
。

ど
う
し
て
も
人
は
、
今
の
ま
ま
で
良
い
と
思
い

が
ち
で
す
が
、
変
化
す
る
世
の
中
に
お
い
て
、
や

は
り
そ
れ
で
は
ダ
メ
な
ん
で
す
よ
ね
。
渋
沢
栄

一
さ
ん
の
「
現
状
維
持
に
は
リ
ス
ク
が
潜
ん
で
い

る
」
と
い
う
言
葉
で
は
な
い
で
す
が
、現
状
を
守

り
続
け
る
だ
け
で
は
、自
分
だ
け
が
取
り
残
さ
れ

て
し
ま
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、大
き
く
変
化
す

る
今
の
時
代
、
核
と
し
て
守
る
べ
き
と
こ
ろ
は
守

り
つ
つ
、一
歩
先
を
見
据
え
て
何
が
で
き
る
の
か

と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
な
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
失
敗
し
て
も
、チ
ャ

レ
ン
ジ
し
て
い
く
―
。
そ
の
気
持
ち
で
、何
事
に

も
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
で
す
ね
。「
ピ
ン
チ
は

チ
ャ
ン
ス
」と
言
い
ま
す
が
、今
が
ま
さ
に
そ
の
時

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

現
在
、
私
が
所
属
し
て
い
る
愛
知
県
教
育
・
ス

ラ
イ
ン
と
い
う
選
択
肢
を
増
や
す
こ
と
で
、様
々

な
活
動
の
す
そ
野
を
広
げ
て
い
け
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
し
た
。

目
標
は
“
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
”。
県
民
一
人
ひ
と

り
が
、
日
常
の
健
康
に
つ
な
が
る
よ
う
な
、
取
り

組
み
や
す
い
運
動
や
ス
ポ
ー
ツ
を
普
及
し
て
い
く

こ
と
で
す
。
日
々
の
生
活
の
中
で
、
な
か
な
か
運

動
を
す
る
機
会
は
少
な
い
で
す
か
ら
、運
動
に
な

じ
む
習
慣
を
身
に
つ
け
ら
れ
、
皆
さ
ん
の
健
康
づ

く
り
に
役
立
つ
場
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

健
康
で
あ
る
こ
と
が
、
何
を
す
る
に
お
い
て
も

一
番
ベ
ー
ス
と
な
り
、大
切
な
こ
と
で
す
か
ら
。

そ
こ
で
今
、
特
に
力
を
入
れ
て
い
る
の
が

“
ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
”。
細
か
な
ル
ー
ル
に
縛
ら
れ

ず
、
グ
ル
ー
プ
や
ご
家
族
で
和
気
あ
い

あ
い
と
楽
し
め
る
新
し
い
ス
ポ
ー

ツ
の
こ
と
で
す
。
代
表
的
な

も
の
に
、
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

の
競
技
種
目
に
も
な
っ
て

い
る
ボ
ッ
チ
ャ
や
、
柔
ら

か
い
円
盤
で
的
あ
て
を
す

る
デ
ィ
ス
ゲ
ッ
タ
ー
９
な
ど

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は

イ
ベ
ン
ト
な
ど
で
体
験
し
て
も

ら
っ
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
は
常
日
頃

か
ら
道
具
を
貸
出
し
、遊
び
感
覚
で
気
軽
に
体
験

し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
小
さ
な

ポ
ー
ツ
振
興
財
団
に
お
い
て
も
そ
う
で
す
。
管

理
し
て
い
る
ス
ポ
ー
ツ
施
設
や
社
会
教
育
施
設

な
ど
で
教
室
や
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
た
場
合
、そ

こ
へ
来
て
参
加
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
普
通
で
し

た
。
で
す
が
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
状
況
で
、
施
設
の

利
用
に
も
制
限
が
か
か
り
、そ
の
普
通
の
こ
と
が

で
き
な
い
状
況
に
。
そ
こ
で
、一
つ
の
試
み
と
し
て

取
り
組
み
始
め
た
の
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
開

催
で
す
。
ま
ず
は
、セ
ミ
ナ
ー
や
ヨ
ガ
教
室
、
体

幹
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
教
室
な
ど
か
ら
始
め
て
い
ま
す

が
、い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。

例
え
ば
、
開
催
会
場
ま
で
遠
く
て
諦
め
て
い

た
。
定
員
に
達
し
て
参
加
で
き
な
か
っ
た
。
運
動

を
始
め
て
み
た
い
け
ど
、
体
力
に
自
信
が
な
い
、

恥
ず
か
し
い
か
ら
躊
躇
し
て
し
ま
っ
た
、
な
ど
。

様
々
な
理
由
で
、興
味
は
あ
る
け
ど
参
加

で
き
な
か
っ
た
り
、
二
の
足
を
踏
ん
で

い
た
方
々
が
い
る
と
い
う
こ
と
を
。

そ
し
て
、
そ
の
方
々
の
ハ
ー
ド
ル
を

下
げ
て
く
れ
る
の
が
、オ
ン
ラ
イ
ン

と
い
う
も
の
な
ん
で
す
よ
ね
。

だ
か
ら
、
ま
ず
は
き
っ
か
け
と
し

て
、オ
ン
ラ
イ
ン
で
体
験
し
て
も
ら
う
。

そ
こ
で
さ
ら
に
深
め
た
り
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
楽
し
み
た
い
と
思
わ
れ
た
方
は
、実
際

に
開
催
し
て
い
る
現
地
へ
来
て
も
ら
う
。
ど
な
た

で
も
、ど
こ
か
ら
で
も
平
等
に
参
加
で
き
る
オ
ン

始
め
る
の
に
、

遅
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

チ
ャ
レ
ン
ジ
の
気
持
ち
で
前
を
向
い
て
。

森
田
利
洋（
愛
知
県
教
育
・ス
ポ
ー
ツ
振
興
財
団 

理
事
長

愛
銀
教
育
文
化
財
団 

評
議
員

）

お
子
様
も
、
ご
高
齢
の
方
も
、
ど
な
た
で
も
一
緒

に
で
き
る
の
で
、
運
動
を
始
め
る
き
っ
か
け
と
し

て
、ど
ん
ど
ん
利
用
し
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

今
後
は
、ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
の
魅
力
を
伝
え
る
動

画
の
ほ
か
、
在
宅
ワ
ー
ク
の
合
間
に
簡
単
に
で
き

る
ス
ト
レ
ッ
チ
の
動
画
な
ど
の
配
信
に
も
チ
ャ
レ

ン
ジ
し
て
い
き
ま
す
。

オ
ン
ラ
イ
ン
を
始
め
と
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
（
情
報

発
信
技
術
）
の
活
用
は
、い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で

ま
す
ま
す
用
い
ら
れ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
ね
。
で

す
が
、
や
は
り
画
面
を
通
し
て
だ
け
で
は
な
く
、

実
際
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
の
も
必
要
で

す
。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
と
リ
ア
ル
と
い
う
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト
で
、

バ
ラ
ン
ス
を
上
手
に
と
っ
て
い
け
た
ら
い
い
の
か

な
。
ま
ず
は
、
私
も
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
に
勉

強
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
（
笑
）。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
世
の
中
が
変

わ
っ
て
し
ま
っ
た
時
、最
初
は
功
罪
の
“
罪
”
の
ほ

う
ば
か
り
に
目
が
い
き
ま
し
た
が
、“
功
”
も
あ

る
と
気
づ
き
ま
し
た
。
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
で
変
化
に

対
応
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
流
れ
の
中
で
、

何
か
を
始
め
る
の
に
遅
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
は

な
く
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
く
こ
と
が
大
事
な
ん

だ
と
。
私
も
、味
気
な
さ
そ
う
と
思
っ
て
い
た
オ

ン
ラ
イ
ン
飲
み
会
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
よ
う
か

な
。
案
外
お
も
し
ろ
か
っ
た
り
す
る
の
か
も
し

れ
な
い
で
す
ね
（
笑
）。
｜
談
｜

■森田利洋 プロフィール 

1959年、豊橋市生まれ。名古屋大学経済学部卒。1982年、愛知県庁に入庁。愛
知県産業労働部次長、愛知県東三河総局長、愛知県環境局長を歴任し、2020
年より公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団理事長に就任。SDGs の理
念と当財団のスポーツ・教育・文化の振興事業が同じと考え、子供も大人も、“生涯
スポーツ”“生涯学習”として親しめる多彩なプログラムを発信。県民一人ひとりが
健康に、生き生きと毎日を楽しめるよう、様々なことにチャレンジ精神で取り組んでいる。



山
田
佐
多
子
さ
ん
は
非
営
利
のC

o
m

in
g
  

O
-bird

（
カ
ミ
ン
グ
オ
ー
バ
ー
ド
）
と
し
て
、
名
古

屋
市
天
白
区
を
中
心
に
、ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
に
親
し

む
機
会
を
二
十
年
以
上
提
供
し
て
い
る
。

「
子
育
て
を
し
て
い
て
、
生
の
演
奏
を
見
た
り
聴

い
た
り
す
る
こ
と
で
子
供
達
が
心
豊
か
に
な
れ
ば

い
い
な
と
思
っ
た
ん
で
す
」

知
人
に
ソ
プ
ラ
ノ
歌
手
が
い
た
縁
も
あ
り
、周
囲

の
子
育
て
仲
間
と
協
力
し
て
ホ
ー
ム

コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
す
る
こ
と
に
。

場
所
は
ピ
ア
ノ
が
あ
る
山
田
家
の

居
間
。

「
豪
邸
で
は
な
い
の
で
（
笑
）、

三
十
人
ほ
ど
が
ギ
ュ
ッ
と
肩
を
寄
せ

合
っ
て
聴
く
ん
で
す
。
お
金
を
か

け
ず
、
主
婦
が
で
き
る
範
囲
で
や
っ

て
い
ま
す
（
笑
）」

小
学
生
の
頃
に
レ
コ
ー
ド
で
カ
ラ

ヤ
ン
指
揮
の
『
運
命
』と
出
会
い
、ク

ラ
シ
ッ
ク
音
楽
に
惹
か
れ
た
。
実
家

は
愛
知
県
文
化
会
館
に
近
く
、
何
度
も
演
奏
会
に

通
っ
た
。生
演
奏
の
凄
さ
を
知
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

み
ん
な
に
体
感
し
て
ほ
し
い
と
願
い
、
ホ
ー
ム
コ
ン

サ
ー
ト
に
参
加
す
る
地
元
若
手
演
奏
家
に
も
〝
質

の
高
さ
〟
を
要
求
す
る
。

「
学
生
の
発
表
会
気
分
で
は
ダ
メ
。
芸
術
な
ん

だ
か
ら
、ち
ゃ
ん
と
し
た
も
の
を
聴
き
た
い
。
知
ら

「
石
を
割
っ
た
瞬
間
、
何
千
万
年
、
何
億
年
前
の

時
代
が
、そ
こ
に
あ
り
ま
す
。
ジ
ュ
ラ
紀
な
ど
そ
の

時
代
の
海
の
ジ
オ
ラ
マ
が
、一
気
に
頭
の
中
を
駆
け

巡
る
ん
で
す
。
ロ
マ
ン
で
す
よ
ね
」

化
石
発
掘
の
魅
力
を
語
っ
て
く
れ
た
の
は
、
蜂

矢
喜
一
郎
さ
ん
。
化
石
好
き
が
集
ま
っ
て
発
足
し

た
、
東
海
化
石
研
究
会
の
四
代
目
会
長
だ
。
会
員

は
現
在
一
二
一
名
。
小
学
生
か
ら
八
〇
代
の
方
ま

で
、
年
齢
性
別
を
問
わ
ず
全
国
に

及
ぶ
。

「
小
学
生
と
九
〇
歳
近
い
お
じ
い

さ
ん
が
、
あ
れ
何
、
こ
れ
何
っ
て
一

緒
に
話
し
て
い
る
ん
で
す
。
ど
ん

ど
ん
盛
り
上
が
っ
て
、
話
が
尽
き
な

い
ん
で
す
よ(

笑)

。
楽
し
み
と
は

不
思
議
な
も
の
で
、
年
齢
を
超
え

ち
ゃ
い
ま
す
ね
」

子
供
達
に
少
し
で
も
自
然
科
学
の

楽
し
さ
を
感
じ
て
も
ら
い
た
い
と

思
い
、
講
演
会
や
発
掘
体
験
な
ど
を
実
施
。
五
〇

年
を
超
え
る
発
掘
活
動
で
、
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど

の
化
石
を
掘
り
出
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
恐
竜
の
化
石
の
産
地
で
有
名
な
手
取

層
群
で
は
、一
〇
〇
個
以
上
の
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
の
化

石
な
ど
を
発
見
。
こ
の
地
層
の
時
代
を
決
定
づ
け

る
も
の
と
な
っ
た
。
ま
た
、
世
界
的
に
貴
重
な
化

石
も
、
い
く
つ
か
掘
り
出
し
た
。
そ
の
一
つ
が
、
発

な
い
曲
も
大
歓
迎
で
す
。
弾
く
人
は
間
近
で
お
客

さ
ん
の
反
応
が
分
か
る
か
ら
、
ウ
ィ
ン
ウ
ィ
ン
の
関

係
で
し
ょ
？
（
笑
）」

年
に
数
回
の
ホ
ー
ム
コ
ン
サ
ー
ト
は
、
子
供
も
大

人
も
楽
し
め
る
と
好
評
。
回
を
重
ね
、
や
が
て
天

白
文
化
小
劇
場
な
ど
の
ホ
ー
ル
で
も
コ
ン
サ
ー
ト

を
開
催
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

楽
し
そ
う
な
こ
と
が
閃
く
と
、
持
ち
前
の
笑
顔

と
実
行
力
で
周
囲
を
巻
き
込
み
、
実

現
し
て
し
ま
う
山
田
さ
ん
。

「
で
も
ね
、父
が
『
や
り
た
い
こ
と

が
一
〇
〇
あ
っ
た
ら
、九
九
は
で
き
な

い
と
思
え
』
と
。
だ
か
ら
、一
つ
を

実
現
す
る
た
め
に
一
〇
〇
を
考
え

る
ん
で
す
よ
（
笑
）」

活
動
も
二
十
年
を
超
え
、一
度
原

点
に
戻
ろ
う
と
考
え
た
。
そ
の
答
え

が
〝
子
供
達
に
、五
感
に
響
く
音
楽

を
〟
と
の
思
い
で
作
っ
た
『
こ
ね
こ

の
だ
い
ぼ
う
け
ん
』
だ
。
子
猫
が
は

ぐ
れ
て
し
ま
っ
た
お
母
さ
ん
を
探
す
物
語
を
、
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
イ
ラ
ス
ト
と
、生
演
奏
・
生
歌
で
展
開

し
て
い
く
。
童
謡
あ
り
、ア
ニ
メ
ソ
ン
グ
あ
り
。
そ

し
て
ク
ラ
シ
ッ
ク
を
必
ず
入
れ
る
。
山
田
さ
ん
の

こ
だ
わ
り
だ
。

「
結
局
、
自
分
が
楽
し
い
だ
け
か
も
？
（
笑
）　

そ
れ
で
い
い
ん
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」

光
器
の
あ
る
深
海
魚
の
化
石
。
発
見
さ
れ
た
の
は
、

知
多
半
島
の
師
崎
層
群
と
い
う
、
世
界
的
に
ま
れ

な
中
新
世
の
深
海
生
物
群
集
の
地
層
。

「
こ
の
化
石
の
発
見
で
、
少
な
く
と
も
約

一
五
〇
〇
万
年
前
に
、
今
と
ほ
ぼ
同
じ
深
海
生
物

が
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
発
光

器
の
構
造
や
元
素
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
の
で
、

こ
れ
か
ら
の
研
究
で
ど
ん
な
こ
と
が
わ
か
っ
て
く

る
の
か
、楽
し
み
で
す
」

他
に
も
様
々
な
深
海
生
物
の
化

石
、サ
バ
や
カ
ラ
ス
ガ
レ
イ
な
ど
魚

の
化
石
が
出
て
き
て
お
り
、
ま
さ

に
師
崎
層
群
は
化
石
の
宝
庫
。
だ

が
、
意
外
と
こ
の
事
実
を
愛
知
県

の
人
々
は
知
ら
な
い
。
県
立
の
自

然
史
博
物
館
が
な
い
か
ら
だ
。

「
見
つ
け
た
も
の
を
世
に
出
し

続
け
る
努
力
は
、
も
の
す
ご
く
大

事
。
埋
も
れ
さ
せ
て
は
い
け
な
い

ん
で
す
。
化
石
は
科
学
を
証
明
す
る
た
め
の
一
つ

の
遺
物
で
す
か
ら
。
子
供
達
に
広
く
伝
え
、
後
世

に
残
し
て
い
く
た
め
に
も
、
自
然
史
博
物
館
を
創

る
の
が
目
標
で
す
」

化
石
を
見
つ
け
た
子
供
は
、一
瞬
で
目
が
輝
く
。

自
然
は
予
想
で
き
な
い
驚
き
や
発
見
が
あ
る
か
ら

面
白
い
。
そ
の
面
白
さ
を
伝
え
る
た
め
に
、東
海
化

石
研
究
会
の
活
動
は
、ま
す
ま
す
広
が
っ
て
い
く
。

地学・化石に対する研究及び社会教育活動等
東海化石研究会
第31回助成（団体）

1968年に、中日新聞社初代会長（当時、中日新聞社専務取締役）であった西澤勇さんを中心に、化石好
きが集まり東海化石趣味の会を設立し、後に東海化石研究会となる。研究者の講義や会員の発表の場
となる月1回の例会、春と秋を中心に行う巡検、著名な研究者を招いての講演会、親子ふれあい化石教
室開催などの活動を展開。創立50周年を記念して「日本のジュラ紀アンモナイト図鑑」を発行。今年度、
誰でも参加できるようにクラウドファンディングによる発掘調査を実施予定。

もっと子供達に科学を。
化石で伝えたい自然の面白さ。

上質なクラシック音楽を
身近で気軽に楽しんでもらいたい。
子供達に“五感に響く音楽”を提供
山田佐多子さん
第30回助成（個人）

1998年に非営利の会であるComing O-birdを作り、自宅でホームコンサートをスタート。2008年からは天白
文化小劇場などホールでの演奏会も開催。朝井大（ピアノ）や伝田正秀（ヴァイオリン）など、演奏に参加した若
手音楽家達の多くが国内外で活躍している。現在、セントラル愛知交響楽団理事、名古屋おやこセンター副理
事長。コロナ禍のために休止しているホームコンサートの再開が待たれる。8月8日に天白文化小劇場で『こねこ
のだいぼうけん』夏バージョンを公演予定。

蜂矢喜一郎さん

▲ジュラ紀オックスフォード世（約1億6千万年前）のアンモナイトの化石（直径約40cm／手取層群）

約40㎝のサバの化石（師崎層群）



弓道部部長
才木温さん

「理にかなった練習で
良い習慣を身につけ
てほしいですね」
校長　木藤政美先生

顧問　
齋藤洋志先生

「
弓
を
構
え
て
、矢
を
射
る
直
前
の
心
が
落
ち
着

い
た
静
か
な
時
間
が
好
き
で
す
」

と
、成せ
い

章し
ょ
う高

校
の
弓
道
部
部
長
の
才さ
い

木き

温は
る

さ
ん
。

静
寂
に
包
ま
れ
た
弓
道
場
に
は
、「
パ
ン
ッ
」と
的
に

矢
が
中あ
た

る
音
が
響
き
渡
り
、
弓
を
構
え
る
部
員
達

の
凛
と
し
た
姿
が
あ
っ
た
。

弓
道
と
は
、左
手
に
弓
を
持
ち
、右
手
に『
か
け
』

と
呼
ば
れ
る
専
用
の
グ
ロ
ー
ブ
を
つ
け
て
矢
を
放
つ

競
技
だ
。
狙
う
の
は
、二
八
メ
ー
ト

ル
先
の
直
径
三
六
セ
ン
チ
の
的
。
試

合
の
勝
敗
は
、
的
に
中
っ
た
矢
の
本

数
で
決
ま
る
。

「
弓
道
に
は
、
射
法
八
節
と
い
う

基
本
と
な
る
八
つ
の
動
作
が
あ
り

ま
す
。
基
本
に
忠
実
で
あ
れ
ば
あ

る
ほ
ど
的
中
率
は
上
が
り
ま
す
」

と
、顧
問
の
齋
藤
洋
志
先
生
。
特

に
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の
が
、『
会
（
か

い
）』
と
い
う
動
作
。
気
持
ち
を
整

え
、
矢
を
放
つ
タ
イ
ミ
ン
グ
が
熟
す

の
を
待
つ
時
間
だ
。

「
心
身
が
一
つ
に
な
る
と
い
う
ん
で
し
ょ
う
か
。

十
分
に
引
き
切
れ
た
時
に
、
自
然
と
手
か
ら
矢
が

放
れ
て
い
き
ま
す
」

と
、弓
道
経
験
の
あ
る
木
藤
政
美
校
長
先
生
。

放
つ
タ
イ
ミ
ン
グ
が
早
す
ぎ
る
と
、『
早
気
（
は

や
け
）』
と
言
っ
て
、ひ
ゅ
っ
と
前
に
落
ち
た
り
し
、

的
に
中
り
に
く
く
な
る
。
理
想
は
五
秒
以
上
。
腕

や
肩
を
的
の
ほ
う
に
し
っ
か
り
伸
ば
す
。
集
中
力

と
平
常
心
、
そ
し
て
体
の
バ
ラ
ン
ス
が
整
っ
た
時
に

理
想
の
射
に
近
づ
け
る
。
だ
が
、
こ
れ
が
な
か
な

か
難
し
い
。
精
神
面
は
も
ち
ろ
ん
、
普
段
使
わ
な

い
筋
肉
を
使
う
た
め
、
普
段
使
う
体
の
癖
が
出
て

し
ま
う
か
ら
だ
。
部
員
達
は
い
か
に
癖
を
な
く
す

か
、日
々
の
練
習
で
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
す
。

齋
藤
先
生
は
矢
を
引
く
時
の
心

構
え
と
し
て
、

「〝
中
て
た
い
〟
が
、〝
中
て
な
け

れ
ば
〟に
変
わ
る
と
義
務
感
が
生
じ
、

プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
と
な
っ
て
外
れ
ま
す
。

だ
か
ら
常
に
平
常
心
を
保
ち
、一
本

の
矢
を
大
切
に
射
っ
て
ほ
し
い
で
す
」

コ
ロ
ナ
禍
の
昨
年
、
な
か
な
か
思

う
よ
う
に
練
習
が
で
き
ず
、大
会
も

い
く
つ
か
が
中
止
に
な
っ
て
悔
し
い

思
い
も
し
た
。

「
後
輩
た
ち
が
経
験
で
き
な
か
っ

た
、
私
た
ち
が
経
験
し
て
き
た
練
習
や
大
会
の
雰

囲
気
を
伝
え
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
、
結
果
も
残

せ
れ
ば
と
思
い
ま
す
」

全
国
大
会
出
場
を
目
指
し
て
、
才
木
さ
ん
は
、

部
活
動
最
後
の
年
の
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た
。

弓
道
は
自
分
と
の
闘
い
。
部
員
達
は
自
分
と
向

き
合
い
、練
習
に
励
む
。自
分
に
負
け
な
い
た
め
に
。

弓道部
愛知県立成章高等学校
第31回援助（高校生）

1957年に創部。現在の部員数は男女合わせて49名で、ほとんどが高校から始めた初心者。普段使わ
ない筋肉を使うために、筋力トレーニングと『かけ』をつけて弓を弾くことに慣れることから始める。コ
ロナ禍では、オンラインで全国の有名な高校と練習試合を行い、部員達にとっていい刺激となった。
2018年に全国高等学校総合体育大会弓道競技の女子個人の部で優勝。2020年には、愛知県高等
学校弓道選抜大会東三河支部予選会の男子団体の部・女子個人の部で優勝。好成績を収めている。

一射入魂。理想の射を目指して、
自分の癖と向き合う。

仲
間
達
の
近
況
メ
モ

●柳河瀬貴子さん（クラシック音楽会の開催）　第31回助成・個人
お年玉コンサート～ピッコロ・オルケスタ10周年記念～
	 〔天白文化小劇場（名古屋市天白区）〕

●語人 サヤ佳さん（語り活動）　第26回助成・個人
語人	サヤ佳語りの会	Retry　～感謝を込めて～
	 〔逢妻交流館・多目的ホール（豊田市）〕

●新野素子さん（染色）　第2回助成・個人
日展	改組	新	第7回日展名古屋展出展「朝暉」（染）
	 〔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
日展	改組	新	第7回日展名古屋展出展「早春に兆す」（鍛金）
	 〔愛知県美術館ギャラリー（名古屋市東区）〕

2021年 1月

2021年 2月

2021年 3月

2021年 5月

書籍・会報誌等の発行
●三ツ松悟さん（郷土史）　第27回助成・個人
2020年11月…れぽーと随想	第七巻　
	 「音の自分史」～音楽人生アラカルト	発刊

●江南郷土史研究会　第3回助成・団体
1 ～5月…「江南郷土史研究会会報」503 ～507号発行

●小牧市文芸協会　第2回助成・団体
1～5月…郷土文芸誌「駒来」第588～592号発行

●はんだ郷土史研究会　第19回助成・団体
1・3月…「はんだ郷土史だより」第94・95号発行

●まつり同好会　第25回助成・団体
1・3月…「まつり通信」611・612号発行

●野田史料館　第1回助成・団体
1月…「野田史料館報」第159号発行

●守山リス研究会　第19回助成・団体
1～4月…「リス研通信」NO.5158～5237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168・169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75巻	第2号発行（通巻235号）

●守山郷土史研究会　第1回助成・団体
3月…「もりやま」第40号発行

●橘敏夫さん（郷土史）　第30回助成・個人
3月…「一般教育論集」第59号（愛知大学一般教育研究
所発刊）に、論説「観光資源としての知多四国―愛知電鉄と
参拝案内―」を掲載

●長久手市郷土史研究会　第13回助成・団体
3月…「胡牀石」第57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
南文化フェスティバルに朗読構成劇「いちめんのなのはな」
で参加〔南文化小劇場（名古屋市南区）〕

●守山リス研究会  第19回助成・団体
2021年東谷山シンポジウム開催
	 〔名古屋商工会議所（名古屋市中区）〕

●新野素子さん（染色）　第2回助成・個人
八奏工芸展〔名古屋栄三越7階特選画廊（名古屋市中区）〕

●西村一成さん（絵画制作）　第20回助成・個人
西村一成	新作展「愛しのキノコ」〔ギャルリー宮脇（京都市）〕

●劇団 天白月夜　第31回助成・団体
「劇団そらのゆめ」との合同公演
		第一部	構成舞台「壁」　第二部	「青い目の人形」
	 〔天白文化小劇場（名古屋市天白区）〕

●新城吹奏楽団　第6回助成・団体
第92回定期演奏会〔新城文化会館大ホール（新城市）〕

●総合劇集団俳優館　第26回助成・団体
ミュージカル・シアター	「ぐりむ♪りむりぐ♫むりぐ♬りむ」
	 〔愛知県芸術劇場小ホール（名古屋市東区）〕

●
作
者
の
言
葉

ま
だ
小
さ
か
っ
た
頃
、
気
に
入
っ
た
小
石
を
見

つ
け
て
は
家
に
持
ち
帰
っ
て
い
た
。机
の
下
に
溜
ま

っ
て
い
く
そ
れ
が
、
た
だ
の
石
こ
ろ
で
あ
る
こ
と

は
分
か
っ
て
い
た
。本
当
の
宝
物
を
手
に
す
る
時

は
い
つ
か
来
る
の
だ
ろ
う
か
。

名
古
屋
城
の
屋
根
か
ら
地
上
へ
降
ろ
さ
れ
た

『
金
鯱
』を
観
に
行
っ
て
き
ま
し
た
！
観
た
瞬
間
、

思
わ
ず「
う
わ
っ
、
本
物
だ
！
」と
つ
ぶ
や
い
て
い
ま

し
た（
笑
）。輝
き
は
も
ち
ろ
ん
、
な
ん
と
言
っ
た
ら

い
い
ん
で
し
ょ
う
か
。迫
力
は
あ
る
け
ど
、
あ
た
た

か
さ
も
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
…
、
と
に
か
く
す
ご

か
っ
た
で
す（
笑
）。間
近
で
存
分
に
観
ら
れ
て
、
触

れ
て
、
贅
沢
な
時
間
で
し
た
。今
の
金
鯱
は
二
代
目

で
す
が
、江
戸
時
代
に
こ
れ
だ
け
の
技
術
を
持
っ
て

作
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
も
、感
動
も
の
で
し

た
ね
。

い
ろ
ん
な
苦
難
を
乗
り
越
え
て
き
た
金
鯱
か
ら
、

元
気
を
い
っ
ぱ
い
も
ら
え
た
気
が
し
ま
す
。

表
・

紙
・

作
・

品

編
・

集
・

後
・

記

下
平
知
明
さ
ん
作（
第
31
回
助
成
）

「動物と私」 
縦17㎝×横10㎝×高さ18㎝　大理石



募集期間 5月17日（月）〜6月30日（水）

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
援助金は文化活動が30万円単位、体育活動が
50万円単位で、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17日（月）から
6月30日（水）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/

第32回（令和3年度）

助成対象者募集

発行：公益財団法人　愛銀教育文化財団
〒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）
https://www.aichibank.co.jp/company/csr/foundation/
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