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私
た
ち
高
松
商
業
高
等
学
校
茶
道
部
は
、
１

年
生
３
名
、
２
年
生
３
名
、
３
年
生
４
名
の
計

10
名
で
活
動
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
数
年
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
お
茶
会
や

お
稽
古
が
で
き
な
い
時
期
が
続
い
て
い
ま
し
た

が
、
今
回
５
月
28
日
、
中
條
文
化
振
興
財
団
に

て
若
人
茶
会
を
持
た
せ
て
い
た
だ
き
大
変
感
謝

し
て
い
ま
す
。

　

高
松
商
業
高
校
茶
道
部
に
は
お
茶
室
が
な

く
、
普
段
は
教
室
の
一
角
に
色
紙
や
花
を
飾

り
、
簡
易
畳
を
敷
い
て
お
稽
古
し
て
い
ま
す
。

ま
た
部
員
も
ほ
と
ん
ど
が
初
心
者
で
す
。
部
長

の
私
自
身
、
お
客
様
を
招
い
て
の
本
格
的
な
お

茶
会
は
初
め
て
で
し
た
。
最
初
は
全
員
が
緊
張

し
て
い
ま
し
た
が
、
席
を
重
ね
て
い
く
う
ち

に
、
落
ち
着
い
て
自
分
の
役
割
を
果
た
し
、
お

茶
席
を
楽
し
ん
で
い
る
部
員
の
姿
が
と
て
も
印

象
的
で
し
た
。

　

今
回
の
若
人
茶
会
で
は
、
広
い
和
室
を
使
用

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
普
段
の
お
稽
古
で

は
狭
い
部
室
で
の
動
作
し
か
経
験
が
な
か
っ
た

の
で
、
広
々
と
し
た
和
室
で
お
運
び
が
で
き
て

学
ぶ
こ
と
が
多
か
っ
た
し
、
と
て
も
嬉
し
か
っ

た
で
す
。
前
日
準
備
の
折
、
普
段
は
見
る
こ
と

も
で
き
な
い
露
地
や
茶
室
を
見
学
で
き
た
こ
と

も
と
て
も
貴
重
な
体
験
で
し
た
。
四
季
折
々
の

緑
が
愛
で
ら
れ
る
庭
や
露
地
。
和
室
か
ら
見
え

る
自
然
本
来
の
美
し
さ
が
際
立
ち
、
屋
内
の
和

室
と
の
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
が
風
格
を
醸
し
て
い

る
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
ま
た
、
季
節
を
大
切

に
し
な
が
ら
、
お
茶
と
い
う
伝
統
文
化
を
楽
し

ん
で
き
た
日
本
人
の
心
に
少
し
触
れ
る
こ
と
が

で
き
た
気
が
し
ま
し
た
。

　

私
た
ち
の
お
茶
会
は
、「
梅
雨
」
を
テ
ー
マ

に
梅
雨
の
晴
れ
間
の
爽
快
感
や
、
雨
を
受
け
て

青
々
と
し
た
植
物
の
様
子
や
み
ず
み
ず
し
さ
を

表
現
し
ま
し
た
。
ま
ず
、
寄
り
付
き
に
は
邦
坊

画
「
早
乙
女
の
絵
」
で
季
節
感
を
。
お
待
合
に

は
家
元
後
嗣
隨
縁
斎
宗
匠
お
誕
生
の
折
、
記
念

で
出
さ
れ
た
有
隣
斉
宗
匠
不
徹
斉
宗
匠
合
作

「
跳
躍
天
地
」
の
兎
の
絵
の
飾
り
扇
子
で
お
楽

し
み
い
た
だ
き
、
本
席
に
は
、
当
代
家
元
不
徹

斉
宗
匠
に
よ
る
「
青
山
緑
水
」
と
い
う
軸
を
か

て
準
備
し
ま
し
た
。
短
い
練
習
期
間
で
し
た
が

自
主
練
習
を
し
た
り
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
活
用
し
て
道

具
の
銘
や
作
者
、
掛
け
軸
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

な
ど
を
調
べ
て
情
報
交
換
す
る
な
ど
、
工
夫
し

な
が
ら
一
生
懸
命
取
り
組
み
ま
し
た
。
当
日
は

天
気
に
も
恵
ま
れ
、
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
の
中
、

お
茶
会
を
催
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
当
日
は

完
全
予
約
制
と
し
て
、
一
日
四
回
の
茶
席
を
設

け
ま
し
た
。
一
般
の
お
客
様
に
対
し
お
も
て
な

し
を
す
る
の
は
全
く
初
め
て
と
い
う
こ
と
も
あ

り
、
大
変
緊
張
し
、
ぎ
こ
ち
な
い
亭
主
の
お
喋

り
や
お
点
前
で
し
た
が
、
お
客
様
が
あ
た
た
か

く
見
守
っ
て
く
だ
さ
っ
た
お
か
げ
で
、
私
た
ち

の
緊
張
が
ほ
ぐ
れ
、
次
第
に
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て

お
茶
会
と
い
う
場
の
や
り
と
り
を
楽
し
む
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

け
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
青
い
山
が
湖
に

う
つ
っ
て
涼
し
げ
な
様
子
を
表
し
て
い
ま
す
。

　

本
校
の
お
菓
子
は
高
松
商
業
高
校
茶
道
部
オ

リ
ジ
ナ
ル
で
、
お
茶
会
の
た
び
に
テ
ー
マ
を
決

め
て
部
員
が
デ
ザ
イ
ン
し
て
い
ま
す
。
季
節
や

風
物
詩
な
ど
に
ち
な
ん
だ
茶
会
の
テ
ー
マ
を
イ

メ
ー
ジ
し
な
が
ら
、
部
員
が
図
案
を
持
ち
寄
り

選
び
ま
す
。
今
回
の
お
菓
子
は
初
夏
に
飛
び
交

う
淡
い
蛍
の
光
を
連
想
さ
せ
る
、「
蛍ほ

の
あ
か

り
」
と
い
う
銘
を
付
け
ま
し
た
。
な
つ
め
は
、

雨
の
日
の
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間
の
流
れ
を
感

じ
な
が
ら
く
つ
ろ
い
で
い
た
だ
き
た
い
と
い
う

思
い
を
込
め
、
中
島
宗
峰
作
の
「
傘
に
蝸
牛
」

を
使
用
し
ま
し
た
。
今
回
の
お
茶
会
で
は
、
お

盆
点
前
に
て
お
茶
を
点
て
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

釜
を
使
用
し
な
か
っ
た
た
め
、
釜
鳴
り
の
音
を

感
じ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
、
茶
杓
は
有
隣
斉

宗
匠
作
の
銘「
万
つ
加
勢
」を
使
用
し
ま
し
た
。

ま
た
、
お
客
様
に
お
出
し
す
る
お
茶
碗
も
そ
れ

ぞ
れ
に
意
味
を
込
め
、
選
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
主
茶
碗
は
、
滝
川
恵
美
子
作
志
野
、
卯

の
花
垣
写
を
使
用
し
ま
し
た
。
卯
の
花
が
美
し

く
咲
く
季
節
で
も
あ
り
、
今
年
は
卯
年
な
の
で

こ
の
お
茶
碗
を
選
び
ま
し
た
。
お
待
合
の
扇
子

と
同
様
に
、
私
た
ち
が
こ
の
お
茶
会
を
通
し
て

さ
ら
に
飛
躍
で
き
る
よ
う
に
と
い
う
思
い
か
ら

で
す
。
二
碗
に
は
、
桂
山
作
の「
赤
べ
こ
の
絵
」

を
使
用
し
ま
し
た
。
赤
べ
こ
に
は
幸
運
を
運
ぶ

と
い
う
意
味
も
あ
り
、
こ
の
お
茶
会
で
お
客
様

に
幸
せ
を
感
じ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
思
い

を
込
め
て
い
ま
す
。

　

茶
席
の
テ
ー
マ
と
お
菓
子
の
デ
ザ
イ
ン
を
募

集
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
部
員
一
丸
と
な
っ

今
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
弊
財
団
の
若
人
茶
会
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
。
第
二
弾
と
し
て
、
香
川

県
立
高
松
商
業
高
校
の
茶
道
部
の
皆
さ
ん
に
お
茶
会
を
開
催
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

財
団
で
は
、
高
校
生
を
は
じ
め
と
す
る
学
生
の
茶
道
部
等
に
、
本
格
的
な
茶
室
を
提
供

し
て
、
対
外
的
な
お
茶
会
や
お
稽
古
な
ど
に
ご
利
用
い
た
だ
き
、
活
動
を
応
援
し
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。
ご
希
望
の
皆
様
は
、
ご
相
談
下
さ
れ
ば
出
来
る
だ
け
の
サ
ポ
ー
ト

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、事
務
局
ま
で
お
気
軽
に
ご
連
絡
下
さ
い
。

茶
室
de
若
人
茶
会



症
拡
大
の
影
響
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
限
が
あ
り
、

お
茶
会
を
開
く
こ
と
さ
え
で
き
な
い
高
校
生
活

を
送
っ
て
き
た
私
た
ち
に
と
っ
て
今
回
の
お
茶

会
は
と
て
も
貴
重
な
も
の
で
あ
り
、
お
客
様
を

招
い
て
お
茶
会
を
開
催
で
き
る
こ
と
の
あ
り
が

た
み
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

♦

　

こ
こ
で
、
部
員
た
ち
か
ら
の
お
茶
会
の
感
想

を
紹
介
し
ま
す
。

●
本
格
的
な
お
茶
室
で
の
お
茶
会
は
と
て
も
緊

張
し
ま
し
た
。
わ
か
ら
な
い
こ
と
も
多
く
不
安

な
気
持
ち
も
あ
り
ま
し
た
が
、
一
人
一
人
の

「
お
茶
席
を
楽
し
い
も
の
に
し
た
い
」
と
い
う

思
い
か
ら
み
ん
な
が
ひ
と
つ
に
な
り
、
心
か
ら

楽
し
む
こ
と
が
で
き
て
よ
か
っ
た
な
と
思
い
ま

し
た
。

た
、
お
客
様
に
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
て
と
て
も

嬉
し
か
っ
た
で
す
。
至
ら
な
い
点
が
多
々
あ
っ

た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
先
輩
方
や
先
生
方
の
支

え
も
あ
り
、
大
き
な
問
題
も
な
く
お
茶
会
を
終

え
ら
れ
て
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

●
初
め
て
の
お
茶
会
で
緊
張
し
た
け
ど
、
い
い

経
験
に
な
り
ま
し
た
。
向
き
合
っ
て
お
点
前
を

す
る
の
は
今
ま
で
練
習
で
も
し
た
こ
と
な
か
っ

た
の
で
す
が
、
練
習
す
れ
ば
す
ぐ
で
き
た
し
、

本
番
で
も
あ
ま
り
緊
張
せ
ず
落
ち
着
い
て
で
き

ま
し
た
。
先
輩
の
亭
主
を
見
て
次
自
分
が
す
る

と
き
頑
張
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。

●
お
茶
会
と
い
う
交
流
の
場
を
通
し
て
、
他
校

の
茶
道
部
の
方
や
お
客
様
と
の
出
会
い
が
あ
り

よ
い
経
験
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
中

條
財
団
さ
ん
の
お
茶
室
で
振
る
舞
う
と
い
う
貴

重
な
体
験
が
で
き
て
良
か
っ
た
で
す
。

●
初
め
て
の
お
茶
会
で
緊
張
し
ま
し
た
が
、
先

輩
方
が
指
示
を
出
し
て
く
だ
さ
っ
た
り
、
お
客

様
が
皆
さ
ん
と
て
も
優
し
か
っ
た
こ
と
も
あ

り
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
自
分
の
仕
事
を
行
う
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
あ
ま
り
大
き
な
役
職
を
担

当
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
で
す
が
、
み
ん
な

で
一
つ
の
こ
と
を
や
り
遂
げ
た
と
い
う
達
成
感

が
す
ご
く
あ
り
ま
し
た
。

●
私
は
、
一
席
目
の
亭
主
で
一
番
お
客
様
が
多

い
席
だ
っ
た
の
で
少
し
緊
張
し
ま
し
た
が
初
め

に
お
茶
席
に
つ
く
と
き
、
お
客
様
方
が
温
か
い

笑
顔
で
迎
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
落
ち
着
い
て

亭
主
を
務
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、

お
茶
会
は
み
ん
な
で
創
る
も
の
、
楽
し
い
も
の

と
い
う
こ
と
が
実
感
で
き
て
本
当
に
良
い
経
験

に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

♦

　

ほ
と
ん
ど
の
部
員
が
初
め
て
の
お
茶
会
で
緊

張
も
し
ま
し
た
が
、
と
て
も
楽
し
く
刺
激
に
な

り
ま
し
た
。
今
回
の
お
茶
会
は
、
練
習
時
間
が

短
か
っ
た
た
め
練
習
不
足
は
否
め
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
お
客
様
と
お
茶
を
通
し
て
素
敵
な
時
間

を
共
に
過
ご
す
こ
と
こ
と
が
で
き
た
と
思
っ
て

い
ま
す
。
お
茶
会
に
来
て
い
た
だ
い
た
い
た
お

客
様
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

と
て
も
貴
重
な
体
験
で
し
た
。
ま
た
、
一
か
ら

お
茶
会
を
作
り
上
げ
る
と
い
う
こ
と
を
通
し
て

部
員
同
士
の
絆
も
深
ま
っ
た
よ
う
に
思
い
ま

す
。
最
後
に
、
楽
し
い
お
茶
会
の
場
を
提
供
し

て
く
だ
さ
っ
た
中
條
文
化
振
興
財
団
さ
ま
、
ご

指
導
く
だ
さ
っ
た
先
生
方
、
応
援
し
て
く
れ
た

家
族
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
れ
か
ら
さ
ら

に
お
稽
古
に
励
み
、
よ
り
良
い
「
お
茶
会
」
と

い
う
交
流
の
場
、
癒
し
の
場
を
提
供
で
き
る
よ

う
頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

●
高
校
生
と
し
て
初
め
て
の
お
茶
会
で
し
た
。

私
は
、
お
客
様
に
喜
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
を
目

標
に
、
自
分
の
役
割
を
全
う
し
ま
し
た
。
和
や

か
な
雰
囲
気
の
中
、
お
茶
会
が
で
き
て
よ
か
っ

た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
一
期
一
会
の

素
敵
な
空
間
で
し
た
。

●
初
め
て
亭
主
を
し
て
お
客
様
の
前
で
し
ゃ
べ

る
こ
と
は
不
安
と
緊
張
で
い
っ
ぱ
い
で
し
た

が
、
お
客
様
が
頷
き
な
が
ら
話
を
聞
い
て
く
れ

た
こ
と
や
い
ろ
い
ろ
な
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
を
し
て

く
だ
さ
っ
た
こ
と
で
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
喋
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
お
点
前
も
ス
ム
ー
ズ
に
出

来
て
す
ご
く
楽
し
か
っ
た
で
す
。

●
茶
道
部
に
所
属
し
て
、
初
め
て
お
茶
会
に
参

加
し
ま
し
た
。
今
回
は
お
も
て
な
し
を
す
る
側

で
し
た
が
、
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま



　

平
成
11
年
か
ら
13
年
に
か
け
て
、
わ
た
し
は

中
條
文
化
振
興
財
団
で
「
あ
・
う
ん
の
数
寄
講

座
」
の
企
画
・
講
演
・
出
版
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
テ
ー
マ
は
、「
わ
び
・
さ
び
」
を

ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の
か
、
と
い
う

こ
と
で
、
６
人
の
先
生
方
に
お
話
を
伺
い
ま
し

た
。
そ
の
と
き
の
講
演
を
本
に
ま
と
め
た
の
で

す
が
、
と
て
も
充
実
し
た
内
容
に
な
り
ま
し

た
。
財
団
に
は
ま
だ
若
干
の
在
庫
が
あ
る
と
の

こ
と
で
す
の
で
、
ご
興
味
の
あ
る
方
は
お
読
み

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
本
日
は
茶
室
の
な
か
で
も
、
国
宝
に

指
定
さ
れ
て
い
る
待
庵
・
如
庵
・
密
庵
に
つ
い

て
、
こ
れ
ら
３
つ
の
茶
室
の
素
晴
ら
し
さ
が
ど

う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
か
、
ま
た
、
な
ぜ
特

別
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
お
話
し
ま

す
。

　

今
日
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
形か

た

で
す
。「
利
休
形
」

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
形
と
い
う
の

は
、
自
分
の
好
み
を
求
め
き
わ
め
て
、
そ
の
人

に
し
か
で
き
な
い
形
、
ス
タ
イ
ル
を
つ
く
り
あ

げ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
は
、
ど
う
や
っ
て

独
自
の
形
が
つ
く
ら
れ
て
い
く
の
で
し
ょ
う

か
。
そ
こ
に
は
ま
ず
、
下
敷
き
と
な
る
普
遍
的

な
法
則
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
比
例
の
法
則

で
す
。
比
例
と
は
、
つ
ま
り
、
も
の
の
プ
ロ

ポ
ー
シ
ョ
ン
の
こ
と
で
す
。
ま
ず
、
３
つ
の
基

本
の
比
例
が
あ
り
ま
す
。
大
昔
か
ら
東
洋
で

も
西
洋
で
も
使
わ
れ
て
き
た
黄
金
比
の
１
対

１
・
６
１
８
、
そ
れ
と
、
１
対
ル
ー
ト
２
、１
対

ル
ー
ト
３
。
こ
れ
に
加
え
て
、
１
対
１
の
正
方

形
、
１
対
２
の
長
方
形
。
さ
ら
に
、
ル
ー
ト
２

対
ル
ー
ト
３
。
計
６
つ
の
比
例
の
法
則
に
則
っ

て
、
形
は
整
合
性
を
与
え
ら
れ
ま
す
。
茶
室
で

あ
れ
ば
、
そ
こ
に
さ
ら
に
素
材
の
選
び
や
光
の

採
り
方
、
間
取
り
な
ど
、
そ
の
人
独
自
の
感
性

や
考
え
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
、
こ
れ
ま
で
に
な

か
っ
た
独
自
性
の
高
い
も
の
が
つ
く
ら
れ
て
い

き
ま
す
。

　

今
回
は
写
真
や
図
を
多
用
し
つ
つ
講
座
を
進

め
ま
し
た
の
で
、
以
下
、
講
演
内
容
の
ポ
イ
ン

ト
の
抜
粋
を
挙
げ
て
ま
と
め
と
い
た
し
ま
す
。

よ
り
詳
し
く
知
り
た
い
方
は
、
先
述
の
本
を
ご

参
照
く
だ
さ
い
。

序  

形
を
整
え
る
こ
と
と
は

●
葛
飾
北
斎
の
「
大
波
と
富
士
山
」
の
構
図
に

つ
い
て
、
比
例
を
も
と
に
分
析
。

●

中
国
元
時
代
の
花
入
の
大
名
物
「
吉
野
山
」

を
通
し
て
、
美
し
い
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
づ
く

り
の
方
法
を
考
察
。

●

利
休
の
一
重
切
・
竹
の
花
入
の
寸
法
を
分
析
。

利
休
の
茶
室
待
庵
と
共
通
す
る
、
利
休
独
特

の
も
の
づ
く
り
の
セ
ン
ス
と
は
。

●

遠
州
の
竹
の
花
入「
再
来
」の
寸
法
を
分
析
。

利
休
と
遠
州
に
お
け
る
竹
の
花
入
の
手
法
の

相
違
に
つ
い
て
。

●

お
茶
の
お
稽
古
の
な
か
に
も
、
８
寸
、
24
目
、

１
／
４
と
１
／
３
、
と
い
っ
た
単
純
な
比
例

が
た
く
さ
ん
組
み
こ
ま
れ
て
い
る
。

●

道
具
や
茶
室
の
寸
法
を
整
え
る
と
、「
用
」

に
「
美
」
を
重
ね
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
待
庵（
妙
喜
庵
）

●

待
庵
は
茶
会
記
に
一
度
も
出
て
こ
な
い
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
４
０
０
年
以
上
に
わ
た

り
、
現
存
す
る
唯
一
の
利
休
作
と
伝
え
ら
れ

て
き
た
の
は
な
ぜ
か
。
な
ぜ
、
利
休
以
外
の

名
は
出
て
こ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

●

江
戸
初
期
に
は
、「
利
休　

妙
喜
庵　

在
山

崎
宝
寺
側
」（
原
文
マ
マ
）
と
記
さ
れ
た
起
こ

し
絵
図
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
記
入
さ

れ
て
い
る
こ
と
と
は
。
現
状
の
待
庵
と
の
違

い
に
つ
い
て
。（
そ
の
最
古
の
起
こ
し
絵
図

を
会
場
で
披
露
）

●

待
庵
と
関
係
す
る
ほ
か
の
茶
室
に
つ
い
て
。

秀
吉
の
山
里
の
茶
室
。
少
庵
の
平
三
畳
。

●

待
庵
に
利
休
の
本
物
の
道
具
を
し
つ
ら
え
て

み
た
。
そ
の
と
き
に
感
じ
た
こ
と
、
考
え
た

こ
と
。

●

た
っ
た
２
畳
の
待
庵
。
な
ぜ
広
く
、
人
を
包

あ
・
う
ん
の
数
寄
講
座

茶
の
湯
を
さ
ら
に
楽
し
む
夏
期
講
習

み
こ
む
よ
う
な
空
間
に
感
じ
ら
れ
る
の
か
。

●

そ
の
一
方
で
、
な
ぜ
厳
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る

空
間
と
な
っ
て
い
る
の
か
。

●

待
庵
に
お
け
る
空
間
分
割
の
手
法
に
つ
い

て
。

●

落
掛
け
の
見
事
な
お
さ
ま
り
、
洗
練
さ
れ
た

木
づ
か
い
の
セ
ン
ス
。

●
平
天
井
、
掛
込
天
井
│
│
天
井
の
形
に
は
意

味
が
あ
る
。

●

東
壁
の
小
窓
は
い
わ
ば
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
の

効
果
。
新
し
い
手
法
。

●

床
の
間
に
つ
い
て
。
室む

ろ

床ど
こ

と
熱ね

っ
き
ょ
う橋

。

②
如
庵（
建
仁
寺
正
伝
院
・
有
楽
苑
に
移
築
）

●

作
者
で
あ
る
織
田
有
楽
は
独
創
的
な
発
想
の

持
ち
主
。

●

如
庵
以
前
に
有
楽
が
つ
く
っ
た
ユ
ニ
ー
ク
な

茶
室
を
鴻
池
家
所
有
の
古
書
で
紹
介
。

●

如
庵
の
特
徴
６
つ
。
１
、
斜
め
の
板
と
ウ
ロ

コ
板
。
２
、
ア
ラ
ラ
ギ
を
杣そ

ま

な
ぐ
り
に
し
た

齊
藤
裕

（
建
築
家
・
齊
藤
裕
建
築
研
究
所
代
表
取
締
役
）

講師 「
利
休
・
有
楽
・
遠
州
の

国
宝
三
茶
室
」

８
月
６
日（
日
）

第
１
回

第9回



床
柱
。
３
、
床
の
間
の
貫ぬ

き

シ
ミ（
熱
橋
）。
４
、

中
柱
と
く
ぐ
り
板
。
５
、
暦
紙
の
腰
張
り
。

６
、
有
楽
窓
。

●

如
庵
の
空
間
の
緊
張
感
は
、
ル
ー
ト
２
×

ル
ー
ト
３
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
が
決
め
手
。

●

利
休
に
は
未
実
現
の
茶
室
が
あ
っ
た
。「
今

度
は
四
畳
半
に
中
柱
を
立
て
た
い
」（
利
休

が
細
川
三
斎
に
語
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
話
）。

も
し
そ
れ
が
で
き
て
い
た
と
し
た
ら
、
ど
ん

な
茶
室
と
な
っ
た
だ
ろ
う
か
。
や
は
り
四
畳

半
に
中
柱
を
立
て
た
如
庵
の
構
成
を
通
し
て

考
察
。

③
密
庵（
大
徳
寺
龍
光
院
）

●

遠
州
作
。
い
つ
、
な
ぜ
こ
こ
に
書
院
風
の
意

匠
で
こ
の
茶
室
を
つ
く
っ
た
の
か
。

●

遠
州
は
、
安
定
し
て
き
た
武
家
社
会
に
ふ
さ

わ
し
い
書
院
の
茶
を
目
指
す
。

●

密
庵
床
に
つ
い
て
。
密
庵
咸
傑
の
墨
蹟
の
表

装
は
利
休
の
指
図
に
よ
る
。

●

四
畳
半
台
目
の
間
取
り
構
成
。
わ
び
の
茶
室

に
は
な
か
っ
た
気
の
流
れ
。
光
の
質
。

●

床
の
間
と
書
院
棚
に
見
る
綺
麗
さ
び
の
手

法
。

参
考  

現
代
の
茶
室
例（
桐
の
茶
室
・
札
幌
）

●

宗
旦
の
四
天
王
の
一
人
で
あ
っ
た
茶
人
藤
村

庸
軒
の
西
翁
院
澱よ

ど

看み

の
席
を
本
歌
と
す
る
。

●

古
く
か
ら
伝
わ
る
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
を
現
代

の
感
覚
で
再
構
成
。

●

素
材
は
桐
と
紙
の
み
。

●

茶
室
が
も
つ
劇
場
性
を
テ
ー
マ
に
。

●

茶
碗
の
な
か
に
光
を
す
く
い
な
が
ら
茶
を
飲

む
趣
向
。

（
齊
藤
裕
）

加
藤
亮
太
郎

（
陶
芸
家｠ 

幸
兵
衛
窯
八
代
目
）

講師 「
美
し
い
美
濃
桃
山
陶
と
私
」

８
月
19
日（
土
）

第
２
回

が
漏
れ
る
こ
と

が
無
い
の
で
焼

き
締
め
が
発
達

し
ま
し
た
が
、

美
濃
や
瀬
戸
で

は
水
が
漏
れ
や

す
い
の
で
釉
薬

が
必
要
で
し

た
。

　

美
濃
で
取
れ

り
も
良
く
茶
人
に
愛
さ
れ
ま
し
た
。
下
地
に
描

か
れ
た
絵
付
け
は
、
鉄
釉
で
す
。

　

一
六
一
〇
年
ご
ろ
に
唐
津
で
連
房
式
登
り
窯

が
出
現
し
、
古
田
織
部
に
よ
っ
て
美
濃
に
も
た

ら
さ
れ
ま
し
た
。
登
り
窯
は
穴
窯
に
比
べ
て
効

率
よ
く
大
量
生
産
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　

織
部
焼
は
安
南
と
交
趾
の
技
法
を
併
せ
持
ち

酸
化
銅
や
コ
バ
ル
ト
を
混
ぜ
た
釉
薬
で
す
。

　

桃
山
時
代
の
茶
の
湯
の
世
界
で
は
、
常
に
新

し
い
も
の
、
珍
し
い
も
の
が
求
め
ら
れ
、
歪
み

の
あ
る
茶
碗
、
片
身
替
わ
り
な
ど
が
特
長
的
な

織
部
茶
碗
も
こ
う
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
白
の

世
界
で
は
、
志
野
織
部
。
黒
の
世
界
は
、
瀬
戸

黒
、
織
部
黒
、
黒
織
部
な
ど
、
多
く
の
名
品
が

生
み
出
さ
れ
、
華
や
か
な
時
代
で
し
た
が
、
織

部
の
切
腹
以
降
に
は
職
人
も
離
散
し
て
、
そ
の

後
二
百
年
間
、
美
濃
は
不
遇
の
時
代
に
な
り
ま

し
た
。

　

現
在
の
美
濃
焼
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
は
い

ま
せ
ん
が
、
衛
生
陶
器
の
よ
う
な
工
業
的
な
陶

磁
器
を
含
め
る
と
日
本
の
生
産
量
の
50
％
以
上

を
担
っ
て
い
ま
す
。

　

美
濃
焼
が
復
活
し
た
頃
の
幸
兵
衛
窯
は
、
美

濃
焼
の
父
と
言
わ
れ
、
荒
川
豊
蔵
の
師
匠
で
も

あ
っ
た
五
代
目
幸
兵
衛
を
は
じ
め
歴
代
の
当
主

が
、
そ
れ
ぞ
れ
違
う
テ
ー
マ
で
大
成
さ
れ
ま
し

た
が
、
八
代
目
の
亮
太
郎
さ
ん
は
祖
父
で
人
間

国
宝
の
加
藤
卓
男（
三
彩
）さ
ん
の
勧
め
も
あ
っ

て
、
改
め
て
美
濃
桃
山
陶
の
研
究
を
さ
れ
て
い

ま
す
。
年
間
に
十
回
以
上
も
焼
か
れ
て
、
後
世

に
残
る
お
茶
碗
を
と
目
指
し
て
い
ま
す
。
楽
し

み
で
す
ね
。

（
中
條
晴
之
）

●

美
濃
焼
と
は

　

現
在
の
美
濃
焼
の
中
心
で
あ
る
多
治
見
は
、

６
５
０
万
年
前
に
は
東
海
湖
と
い
う
琵
琶
湖
の

６
・
５
倍
の
大
き
な
湖
の
底
に
あ
り
ま
し
た
。

火
山
か
ら
噴
き
出
し
た
マ
グ
マ
が
固
ま
っ
て
岩

に
な
り
、
や
が
て
土
に
な
り
ま
す
。
湖
に
流
れ

込
む
川
か
ら
花
崗
岩
が
風
化
し
て
溶
け
出
し
た

白
い
土
が
堆
積
し
、
ア
プ
ラ
イ
ト
層
が
で
き
ま

し
た
。
そ
の
後
、
地
殻
変
動
で
隆
起
し
て
美
濃

と
瀬
戸
や
信
楽
、
伊
賀
に
は
、
こ
の
白
い
耐
火

土
の
層
が
で
き
ま
し
た
。

　

日
本
で
焼
き
物
が
始
ま
っ
た
の
は
、
縄
文
時

代
か
ら
で
す
が
、
土
器
は
低
温
で
焼
か
れ
ま
す

の
で
陶
器
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
五
世
紀
頃
に
中

国
か
ら
関
西
に
も
っ
と
高
温
で
焼
い
た
須
恵
器

が
入
っ
て
き
て
、
七
世
紀
頃
に
は
、
美
濃
に
も

こ
の
穴
窯
の
技
法
が
伝
わ
り
ま
し
た
。

　

山
に
穴
を
掘
っ
て
薪
で
焼
く
と
、
千
二
百
度

位
の
高
温
に
な
っ
て
薪
の
灰
が
土
の
成
分
と
融

合
し
て
ガ
ラ
ス
化
し
ま
す
。
こ
れ
は
自
然
釉
と

言
い
ま
す
が
、
九
世
紀
頃
に
は
人
工
的
に
灰
釉

を
作
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
十
一

世
紀
頃
に
は
古
瀬
戸
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
褐
色

に
仕
上
が
る
鉄
釉
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

六
古
窯
の
中
で
も
備
前
や
丹
波
な
ど
は
、
鉄

分
の
多
い
赤
土
で
す
の
で
釉
薬
が
無
く
て
も
水

る
土
は
、
百
草
土
と
呼
ば
れ
、
モ
グ
サ
の
よ
う

な
ざ
っ
く
り
し
た
土
は
、
乾
燥
さ
せ
て
、
木
槌

で
細
か
く
し
て
、
水
を
入
れ
て
粘
土
に
な
り
ま

す
。
白
い
キ
ャ
ン
バ
ス
の
よ
う
な
茶
碗
を
彩
る

釉
薬
が
発
達
し
た
の
で
す
。

●

美
濃
桃
山
陶
の
始
ま
り

　

桃
山
時
代
以
前
の
茶
の
湯
の
道
具
は
、
唐
物

が
中
心
で
し
た
。
利
休
や
織
部
の
時
代
に
楽
茶

碗
を
は
じ
め
と
す
る
国
焼
き
の
茶
碗
が
生
ま

れ
、
侘
び
寂
び
の
思
想
や
破
格
へ
の
憧
れ
な

ど
、
日
本
独
自
の
美
意
識
が
発
展
し
ま
し
た
。

　

瀬
戸
黒
の
技
法
の
元
は
、
天
目
の
鉄
分
の
多

い
釉
で
す
。
穴
窯
で
色
を
見
る
た
め
に
、
途
中

で
引
き
出
す
と
真
っ
黒
に
な
り
ま
す
。

　

黄
瀬
戸
は
、
青
磁
の
技
法
で
灰
釉
に
銅
と
鉄

を
混
ぜ
て
焼
き
ま
す
。
酸
素
を
入
れ
な
い
還
元

焼
成
さ
せ
る
と
青
に
な
り
、
酸
化
還
元
さ
せ
る

と
黄
色
に
な
り
ま
す
。
黄
瀬
戸
の
緑
や
茶
色

は
、
華
南
三
彩
の
技
法
と
の
合
体
バ
ー
ジ
ョ
ン

で
す
。

　

志
野
は
日
本
で
初
め
て
の
白
い
焼
き
物
で

す
。
白
磁
と
染
付
の
技
法
を
合
わ
せ
ま
す
。
特

に
長
石
釉
で
ぽ
っ
て
り
と
し
た
白
は
、
口
当
た



村川昭和史服装専門博物館
〒761－1705
高松市香川町川東下1305空港通り OTAビル3F
電話｜087－879－6600（予約先）
開館時間｜午前10時～午後5時
〈完全予約制〉※当面は平日のみのご案内

　

日
本
が
第
二
次
世
界
大
戦
で
焼
け
野
原
に

な
っ
た
昭
和
二
十
年
、
村
川
永
子
は
六
才
、
小

学
校
に
上
が
っ
た
ば
か
り
の
少
女
で
し
た
。
食

べ
る
も
の
は
も
ち
ろ
ん
、
着
る
も
の
に
も
不
自

由
だ
っ
た
昭
和
二
十
年
代
は
、
学
校
の
裁
縫
の

時
間
に
も
っ
ぱ
ら
着
物
や
古
い
布
、
毛
糸
で
リ

フ
ォ
ー
ム
し
た
り
、
シ
ャ
ツ
や
シ
ミ
ー
ズ
な
ど

を
先
生
、
先
輩
等
々
に
教
え
て
も
ら
い
、
自
分

や
、
友
達
の
た
め
に
手
作
り
す
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
彼
女
が
中
学
生
の
頃
に
は
す
で
に
色
々

な
服
が
縫
え
る
よ
う
に
な
り
、
縫
い
上
げ
る
楽

し
さ
に
目
覚
め
て
い
き
ま
す
。
丁
度
そ
の
頃
日

本
で
は
洋
裁
学
校
が
空
前
の
ブ
ー
ム
と
な
り
、

高
松
で
も
戦
後
い
ち
早
く
開
講
し
た
白
ゆ
り
服

装
学
院
へ
入
学
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
当
時

を
知
る
同
級
生
は
「
永
子
ち
ゃ
ん
は
す
ご
く
よ

く
で
き
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
年
齢
の
人
が
い
る
中

で
も
、
若
い
け
れ
ど
何
で
も
で
き
て
ぬ
き
ん
で

て
一
番
だ
っ
た
」
と
回
想
し
て
い
ま
す
。

　

折
し
も
フ
ラ
ン
ス
で
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
デ
ィ

オ
ー
ル
の
ニ
ュ
ー
ル
ッ
ク
か
ら
始
ま
っ
た
オ
ー

ト
ク
チ
ュ
ー
ル
（
高
級
注
文
服
）
の
時
代
。
お

し
ゃ
れ
な
服
に
飢
え
て
い
た
日
本
（
の
み
な
ら

ず
世
界
中
）
で
は
本
格
的
に
着
物
ス
タ
イ
ル
か

ら
ハ
イ
カ
ラ
で
活
動
的
な
洋
服
へ
と
変
わ
っ
て

い
っ
た
の
で
す
。
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
給
料
が
一

〜
二
万
円
、
洋
服
の
一
着
の
縫
い
賃
と
同
じ
と

い
う
驚
き
の
時
代
で
す
。

　

白
ゆ
り
服
装
学
院
を
卒
業
し
て
そ
の
ま
ま
教

師
と
し
て
残
り
、
以
来
、
学
院
と
歩
み
、
苦
楽

を
共
に
し
、
平
成
二
四
年
の
学
院
の
閉
校
ま
で

約
六
十
年
、
誰
も
が
認
め
る
ゴ
ッ
ト
ハ
ン
ド
を

持
つ
マ
イ
ス
タ
ー
先
生
と
し
て
勤
め
ま
し
た
。

そ
の
間
、
昼
間
部
、
夜
間
部
そ
し
て
自
由
科
の

学
生
を
相
手
に
通
常
の
教
壇
の
上
か
ら
の
授
業

は
も
ち
ろ
ん
、
実
習
の
師
範
、
そ
し
て
学
院
で

の
勤
務
の
後
、
夜
寝
る
間
を
惜
し
ん
で
、
高
級

洋
装
品
の
オ
ー
ダ
ー
を
裁
縫
仕
上
げ
す
る
と
い

う
何
十
年
に
も
及
ぶ
克
己
奮
闘
が
大
き
な
人
間

性
を
育
み
、
後
輩
た
ち
の
指
針
と
な
っ
て
き
ま

し
た
。
そ
れ
ら
は
瑞
宝
単
光
章
叙
勲
、
文
部
科

学
大
臣
や
厚
生
労
働
大
臣
賞
、
高
松
市
制
功
労

賞
、
香
川
県
知
事
賞
な
ど
を
受
賞
さ
れ
、
全
国

服
飾
教
育
功
労
賞
な
ど
の
民
間
団
体
か
ら
の

数
々
の
表
彰
に
結
集
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

白
ゆ
り
服
装
学
院
を
辞
さ
れ
た
そ
の
後
は
、

庵
治
の
自
宅
の
一
角
に
教
室
を
立
ち
上
げ
、
週

二
回
、
教
室
を
開
催
し
て
お
り
、
遠
路
か
ら
も

大
勢
の
学
生
を
受
け
入
れ
て
い
ま
す
。
洋
裁
の

生
き
字
引
と
し
て
、
小
学
生
か
ら
大
学
生
、
社

会
人
、
そ
し
て
小
・
中
・
高
校
の
先
生
方
か
ら

も
教
え
を
乞
わ
れ
、
今
尚
県
内
を
忙
し
く
指
導

に
回
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
間
も
な
く
洋
裁
を
は

じ
め
て
七
十
年
、
私
事
で
の
数
々
の
試
練
も
乗

り
越
え
て
、
ま
さ
に
心
・
技
・
体
と
も
に
稀
有

な
存
在
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
回
、
博
物
館
に
展
示
さ
れ
た
作
品
は
全
て

デ
ザ
イ
ン
か
ら
制
作
ま
で
村
川
の
作
品
で
す
。

（
村
川
昭
和
史
服
装
専
門
博
物
館

副
館
長　

太
田
孝
司
）

い
つ
の
世
も
女
性
を
輝
か
せ
る
服
装
。
館
内
に
展
示
さ
れ
た
作
品
は
時
代
の
流
行
を

物
語
り
、変
遷
を
た
ど
っ
て
一
巡
す
る
と
、昭
和
の
女
性
史
が
浮
か
び
上
が
り
ま
す
。

村
川
昭
和
史
服
装
専
門
博
物
館
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美味しさ色々、売り方も様々

　子供の頃、少し広くなった道端に自動販売機が何台も並んだ場
所がありました。飲み物だけでなく焼きおにぎりや焼きそばなどが
ありましたが、最近ではタバコと飲み物がほとんどでした。しかし
最近は未成年でも買えてしまうタバコやお酒の自動販売機が減り、
見かけない派手目な自販機が目に付くようになりました。
　コロナ禍の影響で外食や店舗での買い物が減ってきたのも原因
なのか冷凍食品やスイーツの自動販売機を多く見かけるようになり
ました。実在の店舗駐車場にあったり、全く違う場所にあったりと
設置場所は様々ですが、対面販売でない為買いやすいようですね。
　学生さんだけではなく年配の方や、男性が買っているのを見か
けることもあります。なかでも、クレープの自販機を多く見かけます。
それらは営業時間や定休日があるのが面白いですね。衛生管理が
行き届いているということでしょうか。
　ハネフィーユで有名なパティスリーARAKIさんや、たっぷり餡子 
のどら焼きで有名な森上やさんではお店の駐車場に設置されてい 
ます。Blue Rainbowの自販機にはたまごサンドや酵素玄米おに

ぎりなど軽食もあります。まんまるどーなつ
さんでは自販機での販売中には「のぼり旗」
が設置されるようです。
　食べたい時間に手軽に買える自動販売機
のスイーツや軽食。一度立ち寄ってみては
いかがでしょうか。

9月
◆	書道教室　森本義人先生
	 毎月第1・第3金曜日
	 9月1日・15日（金）午前10時～12時
◆	ヤングヤング　山下純子先生
	 9月2日・16日（土）午後1時～
◆	懐石講座　三友居　山本勝先生
	 9月5日（火）午前11時・午後3時
◆	和菓子講座　毎月第2金曜日
	 高橋初乃先生
	 9月8日（金）午前10時～12時
◆	月に一度の喫茶室　毎月第3火曜日
	 9月19日（火）午前10時～午後2時（受付）
	 自由なお時間にどうぞ。（ランチは要予約）

10月
◆	財団賞授賞式・
	 助成金交付団体認定書授与式
	 10月2日（月）午前10時30分～

◆	書道教室　森本義人先生
	 10月6日・20日（金）午前10時～12時
◆	和菓子講座　高橋初乃先生
	 10月13日（金）午前10時～12時
◆	ヤングヤング（子供茶の湯教室）
	 毎月第2・第4土曜日　山下純子先生
	 10月14日・28日（土）午後1時～
◆	月に一度の喫茶室
	 10月17日（火）午前10時～午後2時（受付）
	 自由なお時間にどうぞ。（ランチは要予約）
◆	10月月釜　五人様茶会
	 秋さぶころ　心に深く沁み入る
	 穏やかなひとときを茶室でご一緒に
	 日時　10月29日（日）
	 処　　美藻庵　晴松亭（当財団茶室）
	 席主　裏千家　松本宗弘
	 会費　6,000円（濃茶・薄茶・点心席）
	 入席時間（各席6名・2時間15分を予定）
	 第1席　9時	 第2席　10時30分
	 第3席　11時15分	 第4席　12時45分
	 第5席　14時15分	（各席Ａ席・Ｂ席）
	 申込　電話受付9月18日（月）10時～

11月
◆	書道教室　森本義人先生
	 11月3日・17日（金）午前10時～12時
◆	懐石講座　三友居　山本勝先生
	 11月7日（火）午前11時・午後3時
◆	和菓子講座　高橋初乃先生
	 11月10日（金）午前10時～12時
◆	ヤングヤング　山下純子先生
	 11月11日・25日（土）午後1時～
◆	11月月釜　五人様茶会
	 秋の風情を感じられる趣向のお茶席を	
	 是非お楽しみください
	 日時　11月12日（日）
	 処　　美藻庵　晴松亭（当財団茶室）
	 濃茶　裏千家　田中宗聖
	 薄茶　裏千家　川原宗紀
	 会費　6,000円（濃茶・薄茶・点心席）
	 入席時間　10月五人様茶会と同様
	 申込　電話受付10月9日（月）10時～
◆	月に一度の喫茶室
	 11月21日（火）午前10時～午後2時（受付）
	 自由なお時間にどうぞ。（ランチは要予約）

お申込みは財団まで。急遽中止になる事もあります。

　
図
書
館
が
「
林
の
飛
行
場
」
と
親
し
ま
れ
た
旧
高
松
空
港
跡
地
に
新
築
移
転
し
た
の
は
、
平

成
六
年
の
こ
と
。
落
成
時
の
周
辺
は
い
ち
め
ん
田
ん
ぼ
だ
っ
た
そ
う
で
す
が
、
以
来
、
産
学
官

の
施
設
が
次
々
と
建
ち
並
ん
だ
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
パ
ー
ク
の
中
核
施
設
・
情
報
拠
点
と
し
て

広
く
県
民
に
利
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。 香

川
県
立
図
書
館

お
茶
の
風
景
（
21
）

　
久
し
ぶ
り
に
訪
ね
た
の
は
梅
雨
も
明
け
、
夏
ま
っ
さ
か
り
の
頃
。
駐

車
場
か
ら
続
く
楡
並
木
の
プ
ロ
ム
ナ
ー
ド
は
、
滴
た
る
深
緑
が
眩
し
い

夏
の
陽
を
遮
っ
て
作
る
木
陰
の
ト
ン
ネ
ル
。
時
折
の
微
か
な
風
が
こ
ぼ

す
木
漏
れ
日
や
降
る
よ
う
な
蝉
し
ぐ
れ
が
混
じ
り
ま
す
。

　
お
茶
関
係
の
本
を
何
冊
も
机
に
広
げ
て
茶
の
湯
の
精
神
に
触
れ
、
有

名
道
具
が
語
る
故
事
来
歴
に
見
入
り
、
季
節
ご
と
の
茶
花
の
ペ
ー
ジ
を

繰
っ
た
り
、
ま
る
で
本
屋
の
立
ち
読
み
感
覚
で
し
た
が
、
帰
り
際
に
見

た
「
茶
会
へ
の
招
待
」
は
、
茶
会
に
お
け
る
主
客
の
作
法
を
写
真
に
し

て
分
か
り
や
す
く
解
説
し
た
本
で
、
見
終
わ
っ
た
頃
に
は
す
っ
か
り
茶

会
の
連
客
気
分
。
言
う
な
れ
ば
、
架
空
の
余
韻
の
帰
途
に
な
り
ま
し
た
。

財団行事予定
（9月〜11月）休館日水曜日

第31回財団賞決定 ●庵治町才田獅子舞保存会（高松市教育委員会教育長推薦）
●川東尺経獅子保存会（東かがわ市教育委員会教育長推薦）

今年度の財団賞は、次の2件に決定いたしました。
令和

5年度
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今
年
の
夏
は
連
日
記
録
的
な
暑
さ
で

し
た
が
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
応
の
規

制
緩
和
を
受
け
、
全
国
各
地
の
有
名
な

夏
祭
り
の
様
子
な
ど
が
テ
レ
ビ
で
放
映

さ
れ
ま
し
た
。
四
年
ぶ
り
の
通
常
開
催

と
の
こ
と
で
老
若
男
女
の
弾
け
る
よ
う

な
笑
顔
、
ま
た
、
外
国
人
観
光
客
の

方
々
も
見
よ
う
見
ま
ね
で
踊
っ
て
い
る

様
子
も
印
象
的
で
し
た
。

　
県
下
で
も
こ
れ
か
ら
秋
祭
り
に
む
け

て
の
準
備
が
始
ま
り
、
お
囃
子
の
練
習

の
音
も
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
聞
こ
え
て

く
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
五
穀
豊
穣
と
地

域
住
民
の
平
安
を
願
い
祈
る
た
め
に
受

け
継
が
れ
て
き
た
行
司
の
大
切
さ
を
し

み
じ
み
思
い
ま
す
。

　
自
然
災
害
、
疫
病
、
争
い
な
ど
を
目

に
し
て
い
る
今
、
心
か
ら
穏
や
か
な
世

界
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
願
い
ま
す
。

編
集
後
記

﹇
声
・
情
報
お
寄
せ
く
だ
さ
い
﹈
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11/23 善通寺文化祭　席主：琴平教授者
 アクト琴平 200円　10:00～14:00

煎茶道三癸亭賣茶流高松仙友会	 TEL（087）898-3655
9/17 由佐城月釜茶会同好会（椅子席）　席主：地下恵利子
 高松市歴史民俗郷土館 600円（前売）　9:30～14:30
11/19 三癸亭賣茶流高松仙友会　煎茶会（椅子席）
 第1席席主：植田記代子社中  第2席席主：植田弘子社中
 玉藻公園披雲閣 1,800円　9:00～15:00

茶道石州流琴松会	 TEL（087）888-5311
9/24 第1回秋季茶会（主催：香川県茶道協会）
 槙の間　席主：武者小路千家　香川官休会
 蘇鉄の間　席主：茶道石州流琴松会
 玉藻公園披雲閣 2,000円　9:00～15:00
10/15 第110回長尾静風会大茶会
 本席席主：茶道石州流琴松会　岸 宗源
 副席席主：裏千家　長尾宗里
 長尾寺 2,000円　9:00～15:00
11/26 創立67周年記念茶会　席主：茶道石州流琴松会
 大西・アオイ記念館 1,000円　9:00～15:00

石州流讃岐清水派石州会	 TEL	090-2826-9229
10/22 宗関公351年祭記念茶会　第1席席主：金澤宗和
 第2席席主：木村宗栄、塩田宗知、多田宗久
 玉藻公園披雲閣 1,600円　9:00～15:00

武者小路千家香川官休会	 TEL（087）862-8574　	
11/5 月釜　席主：三好宇太郎
 無量寿院 800円　9:00～15:00
12/10 香川官休大会　披雲閣 料金未定　9:00～15:00

東讃茶道懇話会	 TEL（087）898-0391
10/29 月釜　席主：表千家　萌生会
 池戸西徳寺 800円　9:00～15:30

高松市香南歴史民俗郷土館	 TEL（087）879-0717
〈由佐城月釜茶会〉　前売券のみ

 第2研修室（和室） 600円　9:30～14:30
9/17 席主：地下恵利子（煎茶道三癸亭賣茶流）
10/15 席主：森本宗恵（裏千家 高畑宗稔社中）
11/19 席主：上市宗聖（表千家 土井宗以社中）
料亭二蝶	 TEL	0120-86-0220

10/9 季楽茶会（予約制）　席主：山本守蝸（武者小路千家）
 料亭二蝶 め蝶の間 10,000円　9:00～（全5席）

茶 華 道 ガ イド
急遽中止等の変更となる場合があります。

表千家同門会香川県支部	 TEL（087）845-4638
〈東讃四季茶会〉 800円　9:00～15:00

9/10 席主：小谷宗華　中條文化振興財団
11/12 席主：岩瀬宗由　大西・アオイ記念館
小原流高松支部	 TEL（087）845-5651

10/8、9 いけばな小原流　高松支部南西地区花展「花の輪・人
の輪－みんなの花展」　高松市香南歴史民俗郷土館

  無料　10:00～17:00（9日は16:00まで）
琴平月釜茶道会	 TEL	090-3460-9195

10/10 金比羅例大祭茶会
 席主：琴平官休会（田中・山下・竹井）
 アクトことひら 200円　10:00～15:00
11/23 琴平町文化祭茶会　席主：裏千家琴平
 アクトことひら 200円　10:00～15:00
12/2、3 琴平町歳末チャリティー茶会
 席主：煎茶静風流　金丸光洋　琴平町総合センター1F 
  300円　10:00～15:30（3日は15:00まで）
茶道裏千家淡交会高松支部	 TEL（087）841-0605

〈高松支部月釜〉　前売券のみ・入席時間指定
 大西・アオイ記念館 800円　9:30～15:00
10/1 席主：今井宗喜
11/5 席主：高橋宗久
12/10 席主：植村宗民
茶道裏千家淡交会香川支部	 TEL	0877-24-3315

9/3 月釜（善琴分会）　席主：稲毛宗敏
 総本山善通寺 600円　10:00～14:00
10/1 観月茶会（多度津分会）　席主：多度津分会
 多度津町栄町3-3-95 300円　13:00～19:00
11/3 文化の茶会（坂出）　席主：綾 宗博
 翠松閣 600円　10:00～15:00
11/3 文化の茶会（丸亀）　席主：金子宗幸
 丸亀市生涯学習センター 600円　9:30～15:00
11/3 善通寺文化のまつり茶会　席主：善通寺教授者
 鉢伏ふれあい公園 500円　10:00～14:00
11/12 月釜（観音寺）　席主：観音寺教授者
 働く婦人の家 600円　10:00～14:00


