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七夕の頃。小学校の子供会活動に参加させていただき、伝統の菓子木型を使って三盆糖の打ち菓
子を作る体験とお抹茶を自分で点てていただく体験を女木島で開催しました。打ち菓子の体験は、
豆花さんと香川大学のKAGAWA	Makerの皆さん。お抹茶の体験は財団の有志にご協力いただ
きました。いつかお茶にも興味を持ってもらえたらと願いつつ嵐のようなひとときを楽しみました。
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こ
の
度
は
若
人
茶
会
に
高
松
工
芸
高
等
学
校

の
茶
華
道
部
と
し
て
お
茶
会
を
開
催
さ
せ
て
頂

き
、
又
こ
う
し
て
私
に
茶
会
の
報
告
を
さ
せ
て

く
だ
さ
る
こ
と
に
大
変
嬉
し
く
、
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。
令
和
六
年
四
月
二
十
八
日
、
こ
の
会

場
で
高
松
商
業
高
等
学
校
茶
道
部
が
「
茶
室
de

若
人
茶
会
」
を
催
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
席
に

私
達
高
松
工
芸
学
校
茶
華
道
部
は
お
客
と
し
て

行
き
ま
し
た
。
先
生
よ
り
「
お
正
客
を
し
て
み

な
さ
い
」
と
言
わ
れ
て
、
勇
気
を
出
し
て
正
客

の
座
に
行
き
ま
し
た
。
そ
し
て
高
松
商
業
高
校

の
ご
亭
主
と
席
を
進
行
し
ま
し
た
。
そ
の
時
、

私
も
必
ず
こ
の
素
晴
ら
し
い
茶
室
で
、
亭
主
、

お
点
前
、
又
お
運
び
等
で
お
客
様
を
も
て
な
す

側
に
立
ち
た
い
と
強
く
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
が

現
実
と
な
り
、
こ
こ
に
ご
報
告
出
来
ま
し
た
。

　

茶
会
会
場
で
あ
り
ま
す
中
條
文
化
振
興
財
団

は
立
派
な
建
物
、
茶
室
、
そ
し
て
昔
な
が
ら
の

日
本
庭
園
等
、
環
境
の
整
っ
た
場
所
で
す
。
そ

の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
茶
会
が
出
来
る
こ
と
が
嬉

し
く
、
感
謝
し
な
が
ら
稽
古
に
励
み
、
稽
古
の

成
果
を
見
て
い
た
だ
く
こ
と
が
楽
し
み
に
な
り

ま
し
た
。

碧　

日
本
の
夏
」
と
し
ま
し
た
。

　

お
席
は
お
客
様
が
何
処
に
座
ら
れ
て
も
美
し

い
庭
を
背
景
に
点
前
座
や
お
床
が
見
え
る
よ
う

に
考
え
ま
し
た
。
顧
問
の
先
生
方
が
一
席
ご
と

に
庭
に
水
打
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
先
生

方
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
道
具
も
日
本

の
夏
を
中
心
に
考
え
、
寄
付
床
に
は
邦
坊
造
、

木
版
画
団
扇「
風
神
図
」、待
合
床
は「
蝉
の
絵
」

を
掛
け
、
横
に
は
ボ
ー
ド
を
設
け
今
回
茶
会
の

サ
ブ
テ
ー
マ
か
ら
連
想
し
た
絵
と
日
頃
の
私
達

部
員
の
活
動
を
紹
介
し
た
画
像
コ
ー
ナ
ー
を
設

置
し
見
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
一
年

生
が
担
当
し
て
く
れ
ま
し
た
。
本
席
床
は
寛
州

筆
「
座
看
雲
起
時
」
自
然
と
一
体
化
し
た
空
間

を
表
し
て
、花
は
朝
顔
、花
入
れ
は
釣
瓶
で
「
朝

顔
や　

釣
瓶
取
ら
れ
て　

も
ら
い
水
」
を
表
現

し
ま
し
た
。
主
茶
碗
は
浅
黄
交
趾
焼
の「
流
水
」

で
洗
い
茶
巾
の
お
点
前
で
す
。
ポ
タ
ポ
タ
と
水

音
を
さ
せ
て
水
を
落
と
し
て
涼
し
さ
を
表
し
ま

し
た
。
点
前
の
所
作
が
初
め
は
難
し
く
苦
戦
し

ま
し
た
が
、
稽
古
を
頑
張
っ
た
お
陰
で
本
番
で

は
大
き
な
失
敗
も
な
く
全
員
上
手
に
出
来
た
と

思
い
ま
す
。
茶
杓
の
名
は
「
夏
の
月
」
夜
の
涼

し
さ
を
表
し
、
菓
子
の
銘
は
「
生
絹
」
と
書
き

（
す
ず
し
）と
読
み
ま
す
。
こ
れ
は
平
安
時
代
の

す
け
た
織
物
で
夏
の
着
物
を
意
味
し
ま
す
。
身

に
付
け
る
物
か
ら
夏
を
感
じ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
私
達
も
浴
衣
姿
で
お
も
て
な
し
を
し
ま
し

た
。
夏
を
感
じ
て
く
だ
さ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

　

本
校
茶
会
で
の
一
番
の
特
徴
は
、
部
員
が
製

作
し
た
茶
道
具
を
使
っ
て
の
茶
会
で
す
。
今
回

も
風
炉
先
、
棗
、
茶
杓
、
茶
碗
、
建
水
、
校
長

先
生
花
押
の
入
っ
た
蓋
置
を
使
い
ま
し
た
。
今

回
使
用
の
次
茶
碗
、
陶
胎
雪
月
花
が
珍
し
が
ら

れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
陶
器
に
漆
が
施
さ
れ
た
特

殊
な
技
術
で
高
松
工
芸
高
校
な
ら
で
は
の
作
品

で
し
た
。
お
客
様
も
関
心
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

私
も
建
水
を
製
作
し
て
、
茶
会
で
使
用
し
て
も

ら
え
る
の
を
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。

　

嬉
し
い
ハ
プ
ニ
ン
グ
が
あ
り
ま
し
た
。
私
が

亭
主
を
し
て
い
た
お
席
の
こ
と
で
す
。
最
後
の

ご
挨
拶
を
お
正
客
様
に
し
た
時
、
お
正
客
様
か

ら
お
褒
め
の
言
葉
と
ご
一
緒
に
拍
手
を
し
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。
す
る
と
同
席
の
お
客
様
か
ら

も
大
き
な
拍
手
を
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
こ
れ
は

私
に
く
だ
さ
っ
た
も
の
で
は
無
く
て
、
部
員
の

力
の
集
結
に
く
だ
さ
っ
た
も
の
だ
と
思
い
ま

す
。
点
前
の
人
、
半
東
の
人
、
そ
し
て
お
運
び

の
人
達
の
お
茶
を
出
す
タ
イ
ミ
ン
グ
、
菓
子

茶
室 
de 

若
人
茶
会

席
主　

高
松
工
芸
高
等
学
校
茶
華
道
部

処　
　

晴
松
亭

と
き　

令
和
６
年
７
月
27
日（
土
）

　

茶
会
は
七
月
二
十
七
日
（
土
曜
日
）、

真
夏
の
暑
い
時
で
す
か
ら「
納
涼
茶
会
」

と
決
め
て
部
員
で
話
し
合
い
、
ど
ん
な

お
席
な
ら
ば
お
客
様
が
楽
し
ん
で
く
だ

さ
り
、
し
か
も
大
勢
の
方
に
来
て
い
た

だ
け
る
か
と
考
え
て
様
々
な
工
夫
を
し

ま
し
た
。
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を
「
風
わ
た

り　

滾
る
水　

涼
を
招
く　

青　

蒼　



「
初
め
て
の
茶
会
で
緊
張
し
ま
し
た
が
、
楽
し

く
終
え
る
こ
と
が
で
き
て
良
か
っ
た
で
す
。
大

勢
の
お
客
様
に
来
て
い
た
だ
き
、
お
褒
め
の
言

葉
を
貰
い
、
時
に
は
つ
ら
い
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
が
、
稽
古
に
励
ん
で
き
て
や
り
遂
げ
た
思
い

が
し
て
良
か
っ
た
で
す
。」

「
お
正
客
様
が
、
お
点
前
を
褒
め
て
く
だ
さ
り

嬉
し
く
な
り
、
上
が
っ
て
い
た
気
持
ち
が
落
ち

器
、
茶
碗
を
下
げ
る
タ
イ
ミ
ン
グ
、
そ
し
て
水

屋
の
人
達
が
お
茶
を
点
て
る
タ
イ
ミ
ン
グ
や
サ

ポ
ー
ト
、
亭
主
の
応
答
等
、
全
員
の
お
も
て
な

し
の
心
に
対
し
て
の
拍
手
だ
と
思
い
ま
し
た
。

又
こ
れ
ら
を
稽
古
、
練
習
し
た
甲
斐
が
あ
り
ま

し
た
。
計
画
当
初
は
部
長
と
し
て
、
皆
を
ど
う

ま
と
め
て
い
け
る
か
不
安
で
し
た
。
開
催
ま
で

期
末
テ
ス
ト
後
は
一
カ
月
し
か
な
く
稽
古
に
励

み
ま
し
た
。
時
に
は
帰
路
が
暗
く
な
る
時
も
あ

り
ま
し
た
。
夏
休
み
に
入
っ
て
は
一
日
中
練
習

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
お
席
に
は
浴
衣
を

着
る
こ
と
を
希
望
し
ま
し
た
か
ら
、
浴
衣
の
着

付
け
も
練
習
し
ま
し
た
。
な
ん
と
か
着
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
席
中
で
浴
衣
姿
を
見
て
い
た
だ
け

ま
し
た
。
各
自
が
す
る
べ
き
こ
と
を
心
得
て
茶

会
に
向
け
て
頑
張
っ
て
行
き
ま
し
た
。
先
生
は

一
生
懸
命
稽
古
を
つ
け
て
く
だ
さ
り
、
又
何
時

ま
で
も
付
き
合
っ
て
く
だ
さ
り
、
着
付
け
も
教

え
て
く
だ
さ
り
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
感
謝
の
気
持
ち
で
一
杯
で
す
。

　

他
の
部
員
た
ち
の
今
回
の
茶
会
を
通
し
て
の

感
想
を
紹
介
し
ま
す
。

「
茶
会
は
想
像
以
上
に
忙
し
く
、
お
客
様
が

座
っ
て
い
る
正
確
な
場
所
に
菓
子
や
お
茶
を
出

す
の
が
難
し
か
っ
た
で
す
。
水
屋
で
は
、
お
客

様
に
暖
か
い
お
茶
を
お
出
し
す
る
為
に
お
茶
を

点
て
る
タ
イ
ミ
ン
グ
が
と
て
も
重
要
に
な
る

と
、
こ
の
茶
会
を
通
し
て
知
る
こ
と
が
出
来
ま

し
た
。
今
回
の
茶
会
で
感
じ
た
こ
と
を
、
次
に

活
か
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
稽
古
に
励
み
ま

す
。」

着
き
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
落
ち
着

い
て
お
点
前
が
出
来
ま
し
た
。」

「
一
人
一
人
が
精
一
杯
の
お
も
て

な
し
を
し
て
全
員
で
作
り
上
げ
た

お
茶
会
は
、
準
備
も
練
習
も
簡
単

で
は
有
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も

続
け
て
き
て
良
か
っ
た
と
思
い
ま

し
た
。
こ
れ
か
ら
も
続
け
て
行
こ

う
と
思
い
ま
す
。」

　

茶
会
を
開
催
す
る
ま
で
厳
し
い

道
の
り
で
し
た
が
、
こ
の
茶
会
を

通
し
て
、
皆
で
力
を
合
わ
せ
て
目

標
を
達
成
す
る
為
の
結
束
力
や
困

難
に
立
ち
向
く
と
き
に
は
思
い
や

り
の
心
が
、
成
し
遂
げ
る
意
思
の

強
さ
と
な
る
事
を
知
り
ま
し
た
。

柔
軟
な
物
事
の
考
え
方
を
学
び
、

そ
の
場
に
適
応
す
る
力
を
培
う
こ

と
が
出
来
た
貴
重
な
経
験
で
し

た
。

　

お
茶
会
開
催
に
向
け
尽
力
し
て

く
だ
さ
っ
た
皆
様
、
緊
張
す
る
私
た
ち
を
温
か

く
見
守
っ
て
く
だ
さ
っ
た
お
客
様
、
誠
に
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

高
松
工
芸
高
等
学
校
茶
華
道
部
は
今
回
の
茶

会
で
培
っ
た
精
神
力
と
忍
耐
力
で
誠
実
に
茶
道

と
向
き
合
っ
て
参
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
皆
様

に
喜
ん
で
い
た
だ
け
る
様
な
茶
会
を
開
催
し
て

い
く
つ
も
り
で
す
か
ら
高
松
工
芸
高
等
学
校
茶

華
道
部
が
茶
会
を
開
く
際
に
は
是
非
と
も
お
越

し
く
だ
さ
い
。
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。



　

茶
の
湯
の
世
界
に
お
け
る
「
茶
碗
」
と
い
う

と
、
唐
物
で
は
曜
変
天
目
、
高
麗
茶
碗
だ
と

井
戸
が
有
名
だ
。
今
年
度
の
夏
期
講
習
初
回
で

は
、
責
任
編
集
・
梶
山
博
史
﹃
茶
の
湯
の
茶
碗　

第
四
巻　

和
物
茶
碗
Ⅱ
﹄
の
解
説
が
根
底
に

あ
る
た
め
、
内
容
が
気
に
な
る
方
に
は
購
入
を

推
奨
し
た
い
。

　

松
平
定
信
や
葛
飾
北
斎
な
ど
が
活
躍
す
る
江

戸
時
代
の
和
物
茶
碗
、
そ
の
知
ら
れ
ざ
る
魅
力

に
は
純
粋
な
名
品
や
格
式
と
は
ま
た
違
っ
た
楽

し
み
方
が
存
在
す
る
。
こ
の
時
代
に
お
け
る
陶

工
は
、
現
代
で
い
う
と
こ
ろ
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

で
は
な
い
。
殿
様
や
商
人
の
よ
う
な
注
文
主
が

い
て
、
市
場
で
の
流
行
に
乗
る
こ
と
で
、
流
通

さ
せ
て
産
業
と
し
て
成
り
立
た
せ
る
必
要
が

あ
っ
た
。

　

や
き
も
の
は
「
美
術
工
芸
品
」
で
あ
り
「
産

業
製
品
」
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
顧
客
の
需
要

を
満
た
す
た
め
に
江
戸
時
代
の
流
行
が
色
濃
く

反
映
し
て
い
た
。

　

特
に
人
気
を
博
し
て
い
た
の
が
江
戸
時
代
前

期
の
茶
の
湯
を
リ
ー
ド
し
た
、
近
江
小
室
藩
主

で
あ
り
、
畿
内
の
司
法
・
行
政
長
官
で
あ
る
伏

見
奉
行
も
務
め
た
、
大
名
茶
人
の
小
堀
遠
州
が

好
ん
だ
茶
碗
で
あ
る
。
こ
の
「
遠
州
好
」
茶
碗

の
写
し
が
多
く
作
ら
れ
た
。

　

例
え
ば
島
根
で
は
、
楽
山
焼
の
窯
場
に
鎌
倉

権
平
が
萩
の
方
か
ら
来
て
制
作
し
た
、
伊
羅
保

の
型
身
代
わ
り
の
茶
碗
が
あ
る
。
半
分
ず
つ
違

う
色
の
釉う

わ
ぐ
す
り薬

が
か
け
ら
れ
て
い
て
、
白
い
土
を

刷
毛
で
一
拭
き
す
る
の
が
特
徴
だ
。
高
台
の
形

が
よ
り
洗
練
さ
れ
た
こ
の
写
し
は
、
17
世
紀
に

作
ら
れ
た
。
箱
に
天
和
三
年
と
倉
崎
権
平
と
記

入
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
。

　

箱
書
き
は
作
ら
れ
た
年
代
を
知
る
縁よ

す
が

に
な

る
。
箱
と
中
身
が
入
れ
替
わ
る
こ
と
も
あ
る

が
、
こ
の
茶
碗
に
関
し
て
は
信
憑
性
が
高
い
の

だ
と
か
。

　
﹃
茶
の
湯
の
茶
碗　

第
四
巻　

和
物
茶
碗

Ⅱ
﹄
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
あ
ま
り
紹

介
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
、
知
ら
れ
ざ
る
茶
碗
の

一
つ
で
あ
る
。

　

本
書
で
は
、
江
戸
時
代
の
和
物
茶
碗
を
語
る

上
で
外
せ
な
い
茶
碗
を
可
能
な
限
り
紹
介
し
て

い
る
。
一
方
で
、
同
じ
時
代
の
各
地
で
つ
く
ら

れ
た
、
従
来
の
書
籍
や
展
覧
会
で
は
あ
ま
り
採

り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
窯
や
陶
工
に
よ
る
茶
碗

を
収
録
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

　

遠
州
好
と
高
麗
茶
碗
は
他
に
、
京
都
で
は
朝

日
焼
の
窯
場
で
つ
く
ら
れ
た
釘
彫
伊
羅
保
と
玄

悦
、
大
阪
だ
と
高
原
焼
の
窯
場
で
つ
く
ら
れ
た

呉
器
写
な
ど
、
17
世
紀
の
中
頃
か
ら
後
半
に
高

麗
写
茶
碗
は
全
国
的
に
つ
く
ら
れ
て
い
た
。

　

輸
入
で
朝
鮮
半
島
か
ら
入
っ
て
く
る
数
は
限

ら
れ
て
お
り
、
対
馬
の
宗
氏
が
日
本
の
大
名
家

の
注
文
を
集
め
て
釜
山
の
倭
館
ま
で
出
張
し
て

い
た
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
を
入
手
で
き
な
い
人

は
日
本
国
内
の
茶
碗
を
求
め
た
と
い
う
背
景
が

あ
り
、
各
地
で
高
麗
写
が
つ
く
ら
れ
た
こ
と
が

分
か
っ
て
い
る
。

　

香
川
県
で
も
丸
亀
市
で
京
極
家
が
所
蔵
し
て

い
た
と
い
う
「
色
絵
の
茶
壷
」
で
知
ら
れ
て
い

る
、
京
都
の
陶
工
で
あ
る
野
々
村
仁
清
も
、
高

麗
茶
碗
の
写
し
を
多
く
つ
く
っ
て
い
る
の
が
窯

跡
の
破
片
な
ど
か
ら
も
判
明
し
て
い
る
。

　

高
麗
茶
碗
の
特
徴
は
、
特
に
古
手
の
も
の
に

な
る
と
高
台
の
中
ま
で
釉
薬
が
か
か
っ
て
い

る
。
17
世
紀
に
な
っ
て
御
本
に
な
る
と
薬
が

か
か
ら
な
い
も
の
も
出
て
く
る
が
、
基
本
的
に

中
ま
で
か
か
っ
て
い
て
、「
目
跡
」
と
呼
ば
れ

る
重
ね
て
焼
い
た
時
の
、
道
具
が
挟
ま
っ
て
い

た
跡
が
つ
い
て
い
る
。
仁
清
も
そ
こ
を
模
倣
し

て
高
麗
茶
碗
と
し
て
の
約
束
事
か
ら
漏
れ
な
い

跡
を
つ
け
て
い
る
。
茶
碗
の
割
高
台
に
ヘ
ラ
目

を
つ
け
る
な
ど
、
条
件
を
守
っ
て
作
っ
て
い

た
。

　

仁
清
の
作
品
の
一
つ
に
、
土
筆
と
杉
菜
を
描

い
て
あ
り
、
遠
州
好
の
前
押
せ
部
分
の
中
心
と

錆
絵
が
少
し
ず
れ
て
い
る
茶
碗
が
あ
る
。
こ
れ

も
高
台
の
中
ま
で
釉
薬
を
入
れ
て
目
跡
を
残
し

て
い
て
、
高
麗
茶
碗
の
要
素
を
取
り
入
れ
て
い

あ
・
う
ん
の
数
寄
講
座
︵
前
半
︶

茶
の
湯
を
さ
ら
に
楽
し
む
夏
期
講
習

る
。

　

こ
の
茶
碗
を
保
管
す
る
箱
書
き
と
し
て
「
仁

清
」
と
「
御
室
焼
」
の
文
字
が
記
さ
れ
て
い
る

の
だ
が
、
野
々
村
仁
清
と
い
う
個
人
が
全
て
を

制
作
し
た
の
で
は
な
く
、
ロ
ク
ロ
回
し
や
窯
焼

と
い
っ
た
分
業
制
で
製
作
し
た
こ
と
に
注
意
し

て
い
た
だ
き
た
い
。

　

御
室
と
は
仁
和
寺
の
こ
と
を
指
し
て
お
り
、

複
数
人
が
工
房
で
制
作
し
た
当
時
の
状
況
を

示
し
て
い
る
書
き
方
な
の
だ
と
い
う
。
し
か

し
「
御
室
焼
」
だ
け
で
は
誰
が
制
作
し
た
の
か

が
判
り
づ
ら
い
こ
と
も
あ
り
、
二
つ
の
言
葉

が
揃
っ
て
よ
う
や
く
背
景
が
想
像
で
き
る
。　

野
々
村
仁
清
本
人
は
ロ
ク
ロ
回
し
が
得
意
な
陶

工
で
あ
り
、
窯
全
体
で
工
場
長
を
担
っ
て
い
た

人
物
な
の
だ
。

　

仁
清
と
い
う
と
、「
色
絵
鱗
文
茶
碗
」
の
よ

う
な
華
や
か
な
絵
付
け
の
茶
碗
を
制
作
し
て
い

る
、
姫
宗
和
の
よ
う
な
い
か
に
も
な
公
家
好
み

の
茶
碗
を
作
っ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
持
た
れ

て
い
る
。
し
か
し
制
作
し
た
茶
碗
が
、
決
し
て

全
部
が
公
家
好
み
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
む

梶
山
博
史

（
大
阪
市
立
東
洋
陶
磁
美
術
館
学
芸
課
長
代
理
）

講師 「
江
戸
時
代
の
和
物
茶
碗

│
知
ら
れ
ざ
る
そ
の
魅
力
│
」

７
月
28
日（
日
）

第
１
回

第10回



が
り
を
辿
っ
て
い
く
こ
と
で
、
従
来
と
は
違
っ

た
視
点
で
新
た
な
評
価
が
可
能
と
な
る
の
だ
。　

（
中
條
嵩
斗
）

し
ろ
京
都
の
雅
な
雰
囲
気
に
憧
れ
た
武
士
に
向

け
て
も
流
通
さ
せ
て
い
た
。

　

そ
の
仕
掛
け
人
こ
そ
が
、
遠
州
没
後
の
京
都

を
中
心
に
活
躍
し
た
茶
人
・
金
森
宗
和
で
あ
る
。

そ
の
後
、
仁
清
の
茶
碗
は
仁
清
写
と
、
陶
工
自

身
に
よ
っ
て
箱
書
き
さ
れ
た
写
し
が
長
崎
の
志

賀
焼
や
高
知
の
尾
戸
焼
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
。

　

仁
清
写
の
茶
碗
自
体
が
高
麗
写
茶
碗
に
絵
付

を
し
た
も
の
と
い
う
、
広
義
的
に
扱
わ
れ
て
い

る
の
だ
が
、
江
戸
時
代
後
期
に
は
秋
草
文
や
吉

祥
文
と
い
う
絵
柄
と
し
て
の
流
行
の
変
化
が
窺

え
る
。

　

総
括
と
し
て
、
冒
頭
に
述
べ
た
江
戸
時
代
の

和
物
茶
碗
と
い
う
の
は
、
注
文
主
が
主
体
と

な
っ
て
流
行
が
形
成
さ
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ

う
。

　

藩
窯
・
御
用
窯
・
御
庭
窯
と
い
う
よ
う
に
、

藩
や
大
名
に
公
家
が
陶
工
に
制
作
さ
せ
た
背
景

を
持
っ
て
い
て
、
主
導
者
で
あ
る
大
名
の
好
み

が
反
映
さ
れ
や
す
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
さ
ら
に

多
様
性
に
富
ん
だ
や
き
も
の
が
窯
ご
と
に
つ
く

ら
れ
る
こ
と
が
魅
力
で
あ
る
。

　

陶
磁
器
の
研
究
は
、
や
き
も
の
そ
れ
自
体
や

関
連
す
る
資
料
に
向
き
合
い
、
そ
こ
か
ら
導
き

出
せ
る
情
報
を
元
に
仮
説
が
組
み
立
て
ら
れ

る
。

　

い
つ
、
ど
こ
で
、
誰
が
つ
く
ら
せ
、
ど
の
よ

う
な
技
術
を
用
い
た
の
か
。
必
要
が
な
く
つ
く

ら
れ
た
茶
碗
は
一
つ
も
な
く
、
誰
が
ど
の
よ
う

な
思
惑
を
持
っ
て
い
た
の
か
な
ど
、
全
て
に
意

味
が
あ
り
、
現
代
に
ま
で
伝
わ
っ
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
異
な
る
時
代
を
生
き
た
人
々
の
繋

　

福
岡
の
老
舗
和
菓
子
店
に
生
ま
れ
育
っ
た
歴

史
好
き
の
青
年
が
い
た
。
彼
は
明
治
維
新
の
立

役
者
大
久
保
利
通
に
憧
れ
、
古
代
の
史
跡
の

都
・
奈
良
に
行
く
こ
と
を
決
心
し
大
学
へ
進
学

し
た
。
そ
の
青
年
が
今
日
の
講
師
・
藤
丸
正
明

氏
で
す
。

　

大
学
三
年
の
時
、
奈
良
町
を
活
性
化
さ
せ
る

た
め
、
そ
の
拠
点
と
な
る
（
株
）
地
域
活
性
局

を
起
業
し
た
。
目
指
し
た
の
は
観
光
を
軸
と
し

た
地
域
経
済
の
発
展
。
そ
の
方
法
と
し
て
「
生

産
地
育
成
」「
消
費
地
振
興
」「
奈
良
町
の
情
報

発
信
の
た
め
の
広
告
広
報
・
観
光
案
内
と
企
画
・

物
販
」「
施
設
運
営
」
な
ど
に
取
り
組
む
。

　

で
は
、
な
ぜ
茶
の
湯
で
町
起
こ
し
な
の
か
。

　

奈
良
観
光
の
特
徴
は
、
春
の
観
光
シ
ー
ズ
ン

と
秋
の
正
倉
院
展
を
メ
イ
ン
と
し
た
観
光
な
ど

で
は
賑
わ
っ
て
い
る
が
、
冬
場
は
オ
フ
シ
ー
ズ

ン
の
現
状
。
こ
れ
を
解
消
す
る
に
は
？
と
考

え
、
思
い
つ
い
た
の
が
茶
の
湯
。
お
茶
は
、
秋

か
ら
冬
に
か
け
て
が
シ
ー
ズ
ン
な
の
で
閑
散
期

の
集
客
対
策
が
取
れ
る
。
訪
れ
る
方
々
に
は
、

地
元
の
お
菓
子
で
お
茶
を
楽
し
ん
で
い
た
だ

藤
丸
正
明

（
株
式
会
社
地
域
活
性
局
代
表
取
締
役
）

講師 「
地
域
と
茶
の
湯
」

８
月
３
日（
土
）

第
２
回

き
、
お
い
し
い
と
思
っ
て
く
だ
さ
れ
ば
、
お
土

産
と
し
て
買
っ
て
い
た
だ
け
る
可
能
性
も
出
て

く
る
。
旅
行
会
社
と
提
携
し
て
、
団
体
客
に
来

て
い
た
だ
け
れ
ば
、
少
人
数
に
分
け
て
地
域
の

何
軒
か
の
旅
館
に
受
け
入
れ
て
い
た
だ
く
協
力

体
制
も
と
れ
る
。
地
域
活
性
の
可
能
性
は
広
が

る
。
ま
た
、
茶
会
関
係
者
は
前
泊
し
て
準
備
そ

し
て
当
日
、
茶
会
場
へ
行
く
、
つ
ま
り
、
こ
の

点
か
ら
も
宿
泊
者
の
増
加
が
望
め
る
。
そ
し
て

も
う
一
点
大
切
な
こ
と
は
、
席
料
を
高
額
に
設

定
す
る
こ
と
。
な
ぜ
な
ら
、
県
外
の
茶
会
は
高

額
で
も
行
こ
う
と
思
う
愛
好
家
が
い
ら
っ
し
ゃ

る
か
ら
。

　

幸
い
に
も
、
奈
良
に
は
歴
史
あ
る
神
社
仏
閣

が
た
く
さ
ん
有
り
、
高
僧
の
方
々
の
ご
協
力
を

い
た
だ
け
れ
ば
流
派
を
問
わ
な
い
大
茶
会
は
必

ず
成
功
す
る
と
考
え
、
思
い
切
っ
て
京
都
仏
教

協
会
理
事
長
の
有
馬
頼
底
猊
下
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
た
と
こ
ろ
「
お
も
し
ろ
そ
う
や
な
あ
」

と
賛
同
し
て
い
た
だ
き
、
二
年
を
か
け
て
動
い

た
。
し
か
し
、
膨
大
な
資
金
が
必
要
な
た
め
、

地
域
活
性
局
単
独
で
の
開
催
を
断
念
し
、「
奈

良
の
閑
散
期
に
高
所
得
者
を
呼
ぶ
大
茶
会
事

業
」
と
し
て
奈
良
市
に
五
年
間
の
事
業
計
画
を

提
案
し
、
予
算
を
付
け
て
い
た
だ
い
た
。
つ
ま

り
、
行
政
と
の
協
慟
が
実
現
し
た
の
で
す
。
も

ち
ろ
ん
、
お
茶
会
で
は
、
お
菓
子
・
料
理
・
道

具
な
ど
地
域
の
物
で
も
て
な
す
こ
と
と
し
た
。

そ
の
結
果
、
刺
激
を
受
け
て
宿
泊
・
飲
食
業
界

共
に
劇
的
に
向
上
し
、
地
域
活
性
に
も
大
い
に

貢
献
で
き
た
の
で
す
。

　

で
は
、
将
来
的
に
茶
道
界
は
ど
う
し
て
行
け

ば
よ
り
良
く
な
る
の
で
し
ょ
う
か
？　

　

第
一
に
地
域
の
茶
道
拠
点
を
つ
く
る
こ
と
、

つ
ま
り
、
全
国
各
地
に
拠
点
が
で
き
れ
ば
協
力

し
て
様
々
な
イ
ベ
ン
ト
が
で
き
る
可
能
性
が
出

て
く
る
し
、
行
政
と
の
協
慟
も
や
り
や
す
く
な

る
。

　

第
二
に
男
性
の
茶
道
人
を
増
や
し
て
い
く
こ

と
。
な
ぜ
な
ら
、
歴
史
上
の
茶
人
に
は
高
名
な

男
性
が
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
ら
。

　

第
三
に
茶
道
界
の
す
そ
野
を
広
げ
る
こ
と
。

一
例
と
し
て
地
域
活
性
局
で
は
親
子
茶
道
教
室

を
実
施
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
現
在
で
は

七
十
名
ほ
ど
が
参
加
し
て
い
る
。

　

最
後
に
強
調
さ
れ
た
こ
と
。

「
茶
道
を
教
え
て
い
る
方
々
は
、
ぜ
ひ
ぜ
ひ
確

定
申
告
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
う
す
る
こ

と
に
よ
り
、
茶
道
に
か
か
わ
る
人
数
を
行
政
が

は
っ
き
り
と
把
握
で
き
る
か
ら
」
と
強
く
お
勧

め
い
た
だ
い
た
。

　

茶
道
界
の
活
性
化
を
心
か
ら
望
ん
で
い
ら
っ

し
ゃ
る
熱
意
が
伝
わ
っ
て
く
る
ご
講
演
で
し

た
。

（
千
葉
規
美
子
）



茶道裏千家淡交会高松支部	 TEL（087）841-0605
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9/1 席主：前川宗奈
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11/3 席主：岡 宗久
12/1 席主：長尾宗里
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 席主：18代永樂善五郎（千家十職の土風炉・焼物師）
 サンメッセ香川2F大会議室 1,500円　12:30～13:50
9/16 2024年度記念茶会　席主：裏千家淡交会高松支部
 大西・アオイ記念館 1,000円　9:00～15:05
12/15 大西・アオイ花茶会　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

高松市香南歴史民俗郷土館	 TEL（087）879-0717
〈由佐城月釜茶会〉　第2研修室（和室）

  前売券700円・当日券800円　9:30～14:30
9/15 席主：川原宗津（裏千家）
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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
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9/22 香川県茶道協会秋季茶会　席主：安藤久雄
 玉藻公園披雲閣 2,000円　9:00～15:00

琴平月釜茶道会	 TEL	090-3460-9195
10/10 金比羅例大祭茶会　席主：裏千家琴平
 アクトことひら 200円　10:00～15:00
11/17 琴平町文化祭茶会　席主：煎茶・静風流 金丸洋子
 アクトことひら 200円　10:00～15:00
12/7、8 琴平町歳末チャリティ茶会
 席主：琴平官休会（田中、山下、竹井）
 総合センター1F大広間
  300円　10:00～15:30（8日は15:00まで）
茶道裏千家淡交会香川支部	 TEL	0877-24-3315

9/8 月釜（多度津分会）　席主：石川宗雅
 多度津地域交流センター2F 600円　9:30～15:00
9/8 月釜　席主：香艸会　
 樟蔭軒 600円　9:00～13:20
10/6 茶筅供養　席主：善通寺教授者
 総本山善通寺 600円　10:00~14:00
10/10 金刀比羅宮例大祭　席主：田中宗武
 アクト琴平 200円　9:00～15:00
10/13 短詩文芸会協賛観月茶会　席主：多度津分会
 多度津地域交流センター2F 500円　14:30～19:00
10/20 月釜　席主：松本宗智
 翠松閣 600円　10:00～14:00 
11/3 文化の茶会　席主：秦 宗孝
 翠松閣 600円　10:00～13:00
11/3 文化の茶会　席主：丸亀分会
 丸亀市生涯学習センター 600円　9:30～15:00
11/3 あやうたふるさと祭り茶会　席主：綾歌教授者
 アイレックス 300円　10:00～15:00

茶の湯の交流拠点として貸し茶室の運営をしている弊財団で
すが、財団の活動はそれだけではありません。財団の設立当
初から郷土香川県の文化の発展を願って「財団賞」と「助成金」
の交付事業と言うのがあります。

●財団賞(2件		各20万円)
長年、郷土の文化発展のために人知れず努力されて来た方や
伝統文化の発展のために努力されている方を探して、表彰さ
せていただいてます。もし、そういう方をご存知でしたら財団
の事務局までご一報下さい。推薦の締め切りは６月末日です。

●助成金(3件		各30万円)
ジャンルを特定することなく香川の地で、新しく文化の創造に
チャレンジする方を応援して行きたいと言う趣旨で交付する

財団賞と助成金について のが助成金です。活動のスタートアップを後押しするために、
継続的に助成を受けられる仕組みもあります。こちらは毎年 
1月末日が申請の期限です。

●交付の決定
審議委員会で審査され、最終的に理事会で決定されます。公
平性を守るために、事前の相談とかはしませんが、申請書類
で意味のわからないことは質問させていただく場合もあり
ます。

●本事業の未来
近年コロナ禍の影響もあって、文化的な活動の新しい動きは
減っています。助成金のニーズはあると思いますが、何か新
たな文化事業を始めたいと思われる方は、ホームページから
申請書をダウンロードして申請して下さい。楽しみにお待ち
しています。



お菓子な話　その60

4年に一度のお楽しみ

　パリオリンピックも終わってしまいました。日本人選
手の活躍に一喜一憂した方もたくさんいらっしゃったと
思います。今回は香川や岡山の選手が頑張ってくれまし
たね。
　何かオリンピック関係のお菓子をと探しても大人の事
情で五輪マークをつけたお菓子は見つかりませんでし
た。そんな中、食べながら応援したくなるようなお菓子
を見つけました。丸亀のエリート洋菓子店のマドレーヌ。
プレーン味とココア味の可愛いくまさんマドレーヌが
柔道とバスケ、陸上選手のユニフォームを着ています。
パッケージだけですが日の丸入りのユニフォームを着て
るので気分はアゲアゲです。これが手元にあったら応援
にもさらに力が入りそうです。
数量限定で定期的に発売して
いるそうです。
　次のロスの時はお取り寄せ
してはいかがですか。でも力
が入りすぎて握りつぶさない
ようにご注意、ご注意。

9月
◆ 懐石講座　三友居　山本勝先生
 9月3日（火）午前11時
◆ 書道教室　森本義人先生
 毎月第1・第3金曜日
 9月6日・20日（金）午前10時～12時
◆ 和菓子講座　毎月第2金曜日
 高橋初乃先生
 9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
 9月14日・28日（土）午後1時～
◆ 月に一度の喫茶室　毎月第3火曜日
 9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
◆	財団賞授賞式・助成金交付団体
	 認定書授与式
 10月1日（火）午前10時30分～
◆ 書道教室　森本義人先生
 10月4日・18日（金）午前10時～12時
◆ 和菓子講座　高橋初乃先生
 10月11日（金）午前10時～12時
◆ ヤングヤング　山下純子先生
 10月12日・26日（土）午後1時～
◆ 月に一度の喫茶室
 10月15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）
◆ 晴友会研修旅行
 10月18日（金）～19日（土）
 詳細は最終ページ参照
◆ 10月懸釜「再会・名残の茶会」
 日時　10月27日（日）
 処　　美藻庵　晴松亭（当財団茶室）
 濃茶　谷松屋戸田　弌玄庵　戸田貴士氏
 薄茶　武者小路千家 隨縁斎 千 宗屋宗匠
 会費　30,000円（濃茶・薄茶・点心席）
 詳細は最終ページ参照

11月
◆ 書道教室　森本義人先生
 11月1日・15日（金）午前10時～12時
◆ 懐石講座　三友居　山本勝先生
 11月5日（火）午前11時
◆ 和菓子講座　高橋初乃先生
 11月8日（金）午前10時～12時
◆ ヤングヤング　山下純子先生
 11月9日・23日（土）午後1時～
◆ 月に一度の喫茶室
 11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）

お申込みは財団まで。
急遽中止になる事もあります。
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財団行事予定
（9月～11月）休館日水曜日
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香川県内の様々なイベント情報を随時更新中！

▲

https://oidemai.kagawa.jp/



「文化通心」第124号は2024年12月1日発行です。
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● 財団からのお知らせ 中條文化振興財団

今年度の財団賞は、次の2件に決定いたしました。

水任流保存会
（高松市教育委員会教育長推薦）
1643年、高松藩初代藩主松平賴重が藩士に修練させたこと
から始まった「水任流泳法」の伝承普及活動を行なっている。

櫃石ももて祭保存会
（坂出市教育委員会教育長推薦）
昔から旧暦1月11日に王子神社で開催。11人の射手が弓射を
行うことにより、その年の豊漁を願い、吉凶を占う歴史のある
神事を継承している。

　この度、令和2年コロナ禍による中止以来5年ぶりに中條文
化振興財団にて掛け釡をさせていただきます。そもそも讃岐
高松は武者小路千家とゆかり深く、そのご縁から平成24年よ
り毎年縁深い方とともに茶席を持たせていただいております。
今年はその7回目にあたり、令和3年に社長に就任された谷松
屋戸田商店の戸田貴士さんをお誘いし、お邪魔いたします。
300年以上の歴史をもつ谷松屋戸田さんは松平不昧公や平瀬
露香翁、益田鈍翁といった歴代の数寄者の愛顧を受けた老舗
茶道具商であり、歴代御当主は流儀の皆伝を受けるなど代々
が深いご縁を重ねています。お父様の博会長は財団で数回釡
を掛けてられますが、私にとっては弟分ともいうべき貴士さ
んとは初めてのコラボレーションです。
　コロナ禍を経て茶の湯を取り巻く環境も大きく変化してお
り、茶道美術界の次世代を担う戸田さんのご趣向に私も大い
に期待をよせております。また今回は茶の湯がもっとも侘び
の趣を深める十月の名残の趣向で、戸田さんが濃茶、私は薄
茶を財団のお茶会では初めて担当致します。ぜひ流儀を超え
て茶の湯に心寄せる多くの方々のご参会、「再会」を今から心
待ちにしております。
 千　宗屋

日時 令和6年10月27日（日）
処 美藻庵　晴松亭（当財団茶室）
濃茶 谷松屋戸田　弌玄庵　戸田貴士氏
薄茶 武者小路千家　隨縁斎　千 宗屋宗匠
会費 30,000円（濃茶・薄茶・点心席）
入席時間ご案内（各席8名・2時間30分を予定）
第1席  9時 第2席  9時50分 第3席  10時40分
第4席  11時30分 第5席  12時20分 第6席  13時10分
第7席  14時 第8席  14時50分
申込 9月16日（月）10時より電話にて受付開始

　晴友会の研修旅行が決まりましたのでご案内致します。
　今回は、表千家北山会館開館30周年記念特別展と関連行
事の茶の湯文化にふれる市民講座、北村美術館四君子苑の特
別見学、野村美術館の2024年秋季特別展「‒多彩な抹茶の器
‒茶入」などを予定しております。
　参加ご希望の方は、財団事務局までお申込み下さいませ。
申込みの方に別途詳細をご連絡致します。

日時 令和6年10月18日（金）～19日（土）
 高松駅７時発の予定（1泊2日）
会費 晴友会会員　50,000円（バス代は財団が助成）
 一般の方　60,000円
定員 25名（定員に達し次第終了）
申込 9月9日（月）10時より電話にて受付開始

令和6年度 第32回財団賞決定

晴友会研修旅行のご案内

再会・名残の茶会


