
昭和塾堂

column

大正期に建てられた愛知の県立中学校（現在の高校）では、

校舎は共通の図面を元に設計され、門柱もそのスタイルをとっている。

この青図は津島高校に残されたもので校名は表記されず、

他校と共有されていたと思われる。

【肩書のない名建築】

　名古屋にはまだ文化財の指定を受けていない素晴らしい建築があります。
その筆頭が昭和塾堂です。
　昭和塾堂は、昭和改元の記念に愛知県が建てた青年の修養道場で、旧末森
城跡に開かれた城山八幡宮のある丘の中腹に建設されました。ここでいう青年
とは、村々の地域活動を担ってきた若衆組をさし、大正ごろから県が主導する
教育機関に組み込まれました。それらの修養大会や講習会として使用された
のが昭和塾堂です。
　建物を前にしてまず驚くのが、その大きさです。そびえたつ四層の八角堂は日
本の古建築を参考にデザインされ、そこから三方に講堂や教室、食堂の翼棟が
広がり、平面・立面が「人」の字となる類例のないフォルムになっています。ま
た地階の炊事場の床には割れたタイルが乱張りされていて、厳かでとても美しい
空間となっています。
　設計は愛知県営繕課の酒井勝、足立武郎、黒川巳喜、尾鍋邦彦ら。彼らは
このあと、東海学園大講堂の設計に取り組んでいます。
鉄筋コンクリート造の巨大な建物は、近隣にある愛知
学院大学の校舎に使用されていましたが、現在は空き家と
なっています。
　名古屋市庁舎や愛知県庁舎に先んじる帝冠様式風
の名建築は、いま新しい活用の道を模索しています。
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愛知県立旧制学校の門柱たち
１３＋１本の、旧制学校のかたちを残す登録有形文化財
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津島高校全景。本校舎まえに校門が見える

津島高校の門柱。細い道沿いに立ち、不思議な存在感を示している

旧愛知県立医学専門学校の門柱

大中肇設計の旧講堂
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安
城
農
林
高
校
／
明
治
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年
頃 

岡
崎
高
校
／
大
正
前
期

半
田
商
業
高
校
／
大
正
10
年 

津
島
高
校
／
大
正
12
年
頃

刈
谷
高
校
／
大
正
12
年 

瑞
陵
高
校
／
大
正
13
年
頃

鶴
城
丘
高
校
／
大
正
14
年
頃 

碧
南
高
校
／
昭
和
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年
頃

惟
信
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校
／
昭
和
４
年
頃 
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牧
高
校
／
昭
和
４
年

西
尾
高
校
／
昭
和
５
年
頃 

岩
津
高
校
／
昭
和
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年

旭
丘
高
校
／
昭
和
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年

旧
愛
知
県
立
医
学
専
門
学
校
／
大
正
３
年
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