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讃岐香川の様々な文化発展を応援します。

郷土の誇りは人が育む郷土の誇りは人が育む
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今年度の財団賞は、高松藩の泳法を伝承する「水任流保存会」と「櫃石ももて祭保存会」の皆さ
んに授与させていただきました。人から人へ地域の伝統を繋いで行くのは、同時に地元に対す
る誇りを育む事に繋がると思います。また、助成金事業は、郷土に新たな文化を創るチャレンジ
を志す人への後押しとなればという理念で継続しています。あなたも是非、挑戦して下さい。
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た
。
谷
松
屋
さ
ん
は
松
平
不
昧
公
ゆ
か
り
の
道
具
商

と
し
て
三
百
年
以
上
の
歴
史
を
お
持
ち
で
、
現
会
長

の
戸
田
博
氏
に
は
、
樂
吉
左
衞
門
氏
と
共
に
以
前
か

ら
何
度
か
高
松
に
お
い
で
い
た
だ
き
、
沢
山
の
こ
と

を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

財
団
で
も
、
気
持
ち
も
新
た
に
お
迎
え
で
き
る
よ

う
に
、
茶
室
の
畳
を
全
て
新
調
い
た
し
ま
し
た
。
こ

の
度
の
畳
替
え
で
は
、
四
国
の
茶
室
と
い
う
事
で
高

知
で
生
産
さ
れ
た
畳
表
を
採
用
い
た
し
ま
し
た
。

　

さ
て
、
い
よ
い
よ
お
茶
会
の
準
備
が
始
ま
り
ま

す
。
前
日
は
、
宗
匠
の
ご
一
行
は
東
京
か
ら
、
谷
松

屋
さ
ん
の
皆
さ
ん
は
大
阪
か
ら
車
で
到
着
さ
れ
ま
し

た
。
更
に
名
古
屋
や
福
岡
か
ら
も
援
軍
が
到
着
さ
れ

て
、
道
具
の
準
備
と
設
え
が
始
ま
り
ま
し
た
。
こ
う

し
た
瞬
間
を
拝
見
す
る
の
は
、
本
当
に
ワ
ク
ワ
ク
し

ま
す
。
久
し
ぶ
り
に
お
会
い
す
る
方
も
多
く
旧
交
を

あ
た
た
め
る
時
間
に
も
な
り
ま
す
。

　

筆
者
も
、
恐
れ
多
い
事
な
が
ら
、
点
心
席
の
担
当

を
拝
命
す
る
事
と
な
っ
た
の
で
、
立
礼
席
の
床
に
並

べ
ら
れ
る
事
に
な
っ
た
炭
道
具
や
煙
草
盆
、
ま
た
、

席
中
の
お
道
具
の
箱
書
き
に
つ
い
て
、
勉
強
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

宗
匠
に
よ
り
ま
す
と
「
こ
う
し
た
炭
道
具
は
、
そ

の
茶
席
の
本
気
度
を
見
ら
れ
る
の
で
、
決
し
て
手
を

抜
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
」
と
の
こ
と
で
し
た
。
床
前

に
集
ま
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
道
具
に
つ
い
て
検
証
し
な

が
ら
、
次
第
に
チ
ー
ム
が
ま
と
ま
っ
て
い
く
感
じ

と
な
り
ま
し
た
。
濃
茶
席
の
床
や
薄
茶
席
の
床
が
、

整
っ
て
く
る
と
茶
席
の
緊
張
感
が
い
よ
い
よ
増
し
て

い
く
の
を
感
じ
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
い
つ
も
な
が
ら
宗
屋
宗
匠
の
ご
配
慮
が

行
き
届
い
た
お
茶
席
と
な
り
、
大
変
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。



あ
・
う
ん
の
数
寄
講
座
︵
後
半
︶

茶
の
湯
を
さ
ら
に
楽
し
む
夏
期
講
習

第10回
は
じ
め
に

　

現
在
、
高
知
で
茶
花
教
室
を
さ
れ
て
い
る
武

内
先
生
は
元
畠
山
記
念
館
の
主
任
学
芸
員
を
務

め
ら
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

弊
財
団
の
夏
期
講
習
で
も
前
回
は
茶
花
の
お

話
を
し
て
い
た
だ
き
、
今
回
は
２
回
目
の
ご
講

演
と
な
り
ま
し
た
。

　

講
演
の
最
初
は
、
大
師
会
の
濃
茶
の
席
主
か

ら
席
中
の
花
を
依
頼
さ
れ
た
お
話
か
ら
始
ま
り

ま
し
た
。
床
の
掛
物
は
、
臨
済
宗
、
永
源
寺
派

の
開
祖
。
寂
室
元
光
の
墨
蹟
に
合
わ
せ
る
お

花
。
黄
瀬
戸
の
花
入
に
ハ
ッ
カ
ク
レ
ン
と
シ
ョ

ウ
ジ
ョ
ウ
バ
カ
マ
を
選
ば
れ
た
お
話
を
さ
れ
ま

し
た
。
本
来
な
ら
ば
、
蛤
端
の
薄
板
の
と
こ
ろ

席
主
の
要
望
も
あ
っ
て
、
矢
筈
板
を
敷
か
れ
た

そ
う
で
す
。
由
緒
あ
る
墨
蹟
を
床
に
か
け
る
経

験
は
な
か
な
か
で
き
な
い
の
で
、
何
処
か
の
茶

席
で
見
る
機
会
が
あ
っ
て
も
そ
の
組
み
合
わ
せ

の
仕
方
ま
で
は
わ
か
り
ま
せ
ん
し
、
や
は
り
凄

い
な
ぁ
と
思
い
ま
し
た
。
墨
蹟
に
合
わ
せ
る
花

は
、
そ
の
表
具
の
色
に
合
わ
せ
て
花
を
選
ぶ
と

収
ま
り
が
良
い
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

普
段
お
茶
席
に
入
っ
て
床
の
掛
物
を
見
て

も
、
何
が
書
い
て
あ
る
の
か
内
容
を
把
握
す
る

だ
け
で
精
一
杯
で
、
な
か
な
か
表
具
の
細
か
い

と
こ
ろ
を
観
察
す
る
余
裕
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

花
を
ひ
と
つ
選
ぶ
の
も
い
ろ
ん
な
事
を
考
え
合

わ
せ
て
お
ら
れ
る
舞
台
裏
を
教
え
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

床
と
花

　

書
は
人
な
り
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
が
、
文
字

に
は
書
い
た
人
の
性
格
や
人
と
な
り
が
見
え
て

面
白
い
そ
う
で
す
。

　

床
の
掛
物
の
場
合
、
炉
は
一
行
、
春
は
懐
紙
、

夏
は
短
冊
、
秋
は
文
。
そ
れ
に
対
し
て
花
は
、

炉
の
季
節
な
ら
格
の
高
い
モ
ノ
。
春
は
ウ
キ
ウ

キ
と
華
や
か
な
モ
ノ
。
夏
は
暑
い
の
で
さ
っ
ぱ

り
し
た
軽
や
か
な
モ
ノ
。
秋
は
し
み
じ
み
と
思

い
を
深
め
て
と
、
時
処
位
を
合
わ
せ
て
行
く
の

が
基
本
的
な
考
え
方
に
な
り
ま
す
。
位
は
位
取

り
の
事
で
す
。

墨
蹟
の
系
譜

　

茶
の
湯
の
墨
蹟
と
し
て
有
名
な
圓
悟
克
軍
の

印
可
状
（
流
れ
圓
悟
）
は
国
宝
で
す
が
、
こ
の

印
可
状
が
ド
ン
ブ
ラ
コ
、
ド
ン
ブ
ラ
コ
と
海
を

渡
っ
て
流
れ
て
中
国
か
ら
日
本
ま
で
流
れ
着
い

た
と
い
う
不
思
議
な
伝
説
を
持
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
お
そ
ら
く
松
平
不
昧
公
が
巧
く
次
第
と

し
て
ま
と
め
た
の
か
も
、
と
い
う
お
話
と
、
更

に
こ
の
印
可
状
は
二
つ
に
分
か
れ
て
片
方
は
伊

達
家
に
あ
っ
た
と
い
う
話
は
あ
る
も
の
の
、
現

在
は
所
在
が
わ
か
ら
な
い
の
で
、
も
し
何
処
か

で
見
つ
か
っ
た
ら
ひ
と
財
産
に
な
る
か
も
と
、

会
場
を
沸
か
せ
ま
し
た
。

禅
僧
の
法
脈

　

茶
の
湯
と
深
い
関
係
に
あ
る
の
は
、
虚
堂
智

愚
、
大
応
国
師
、
大
燈
国
師
に
始
ま
る
大
徳
寺

に
繫
が
る
系
譜
で
、
特
に
個
性
的
で
人
気
の
あ

る
の
が
、
48
世
の
一
休
宗
純
老
師
で
す
。
侘
び

茶
の
開
祖
で
も
あ
る
村
田
珠
光
の
師
で
も
あ
り

ま
し
た
。

　

墨
蹟
の
内
容
は
、
法
語
、
偈
頌
、
弟
子
に
法

脈
を
授
け
る
印
可
状
、
法
名
を
授
け
る
授
号
。

そ
の
他
、
額
字
、
遺
偈
、
尺
牘
、
上
堂
語
、
送

別
の
語
、
詩
書
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、
東
福
寺
普
門
院
に
あ
っ
た「
潮
音
堂
」

の
額
字
は
、
無
準
師
範
が
弟
子
の
聖
一
国
師
に

贈
っ
た
額
字
で
、
音
の
字
の
横
に
普
門
院
の
印

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
、
小
堀
遠
州
が
所
持
し
、

茶
会
で
懇
望
さ
れ
た
時
に
一
字
千
金
の
値
を
付

け
た
話
は
有
名
で
す
。

　

そ
の
他
、
実
例
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
の
は
、

妙
心
寺
を
開
い
た
関
山
慧
元
に
、
そ
の
師
で

あ
っ
た
宗
峰
妙
超（
大
燈
国
師
）が
贈
っ
た
「
関

山
号
」
は
、
も
と
も
と
巻
物
で
あ
っ
た
も
の
を

上
下
に
貼
り
合
わ
せ
て
軸
に
し
た
も
の
で
、
国

宝
で
す
。

　

更
に
、
五
島
美
術
館
所
蔵
の
無
準
師
範
の
贈

字
「
茶
入
」
も
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
特
に
興
味
深
い
の
は
遺
偈
で
、
亡
く

な
る
時
に
書
い
た
言
わ
ば
遺
言
の
よ
う
な
偈
で

す
が
、
悟
り
を
開
い
た
お
坊
さ
ん
が
最
後
に
残

す
言
葉
な
の
で
、
も
し
こ
れ
を
集
め
て
本
に
ま

と
め
た
ら
、
と
て
も
面
白
い
も
の
に
な
り
そ
う

だ
と
も
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

茶
席
の
掛
物

　
『
源
流
茶
話
』
に
よ
る
と
、
義
政
公
は
台
子

の
間
に
瀟
湘
八
景
や
、
夢
窓
国
師
の
一
文
字
の

墨
蹟
を
掛
け
、
珠
光
も
圓
悟
克
軍
の
法
語
を
掛

け
、
利
休
に
至
っ
て
は
、
茶
席
の
掛
物
は
席
上

の
飾
り
で
は
な
く
、
そ
の
語
味
を
賞
し
、
絵
讃

は
許
し
、
絵
ば
か
り
は
無
用
と
定
め
ら
れ
ま
し

た
。
更
に
『
南
方
録
』
で
は
、
掛
物
ほ
ど
第
一

の
道
具
は
な
し
、
墨
蹟
を
第
一
と
し
、
そ
の
文

句
の
心
を
敬
い
筆
者
の
徳
を
賞
翫
す
る
な
り
と

あ
り
ま
す
。
ま
た
、『
宗
春
翁
茶
湯
聞
書
』で
は
、

文
字
は
第
一
、
紙
新
敷
が
第
二
。
第
三
は
四

方
に
ら
い
し
。
ら
い
し
は
周
り
の
余
白
の
事
。

武
内
範
男
（
日
本
文
化
史
研
究
家
）

講師 「
茶
席
の
掛
物̶
墨
蹟̶

」

８
月
４
日（
日
）

第
３
回

な
が
ら
説
明
し
て
い
た
だ
き
大
い
に
盛
り
上

が
っ
て
講
演
が
終
わ
り
ま
し
た
。（
中
條
晴
之
）



合
は
重
な
ら
な
い
も
の
、
当
世
な
ら
で
は
の
配

慮
と
し
て
ア
レ
ル
ギ
ー
や
着
色
料
に
も
注
意
が

必
要
で
す
。
そ
し
て
予
算
も
重
要
な
要
素
の
一

つ
で
す
。

　

そ
れ
ら
の
こ
と
を
考
慮
し
て
菓
子
を
選
ぶ
時

に
何
を
重
視
す
る
か
も
亭
主
の
セ
ン
ス
が
問
わ

れ
ま
す
。
甘
す
ぎ
ず
余
韻
の
あ
る
心
地
よ
い
甘

み
、
口
溶
け
が
よ
く
皮
と
餡
の
調
和
の
あ
る
も

の
が
好
ま
れ
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
上
で
重
視
し

た
い
の
が
趣
向
や
季
節
の
あ
っ
た
菓
子
を
選
ぶ

こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
は
銘
、
形
、
色
彩
が

大
切
な
要
素
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
ら
に

こ
だ
わ
り
す
ぎ
る
と
も
は
や
食
べ
る
も
の
で
は

な
く
見
る
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　

先
に
書
い
た
来
客
を
お
も
て
な
し
す
る
呈
茶

の
中
で
も
、
お
友
達
が
ご
自
宅
に
遊
び
に
来
た

時
や
、
会
社
な
ど
の
ご
来
客
に
お
茶
菓
子
と
し

て
出
す
の
で
あ
れ
ば
「
こ
ん
な
珍
し
い
も
の
が

手
に
は
い
り
ま
し
た
」
と
美
し
い
菓
子
を
お
出

し
す
る
の
も
よ
い
と
思
い
ま
す
が
、
茶
会
や
茶

事
に
は
そ
れ
な
り
の
趣
旨
が
あ
り
、
そ
れ
に

あ
っ
た
菓
子
を
提
供
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

た
と
え
ば
お
正
月
の
初
釜
の
定
番
は
花
び
ら

餅
で
す
。
こ
れ
は
平
安
時
代
に
宮
中
で
行
わ
れ

て
い
た
正
月
行
事
の
一
つ
で
、
長
寿
を
願
い
天

皇
に
固
い
も
の
を
謙
譲
す
る
「
歯
固
め
の
儀
」

が
元
に
な
っ
て
い
ま
す
。
円
形
に
薄
く
の
ば
し

た
白
い
求
肥
に
、
紅
色
を
し
た
求
肥
と
白
み
そ

あ
ん
、
甘
煮
に
し
た
ご
ぼ
う
を
乗
せ
て
二
つ
折

り
に
し
た
も
の
で
す
。
亭
主
が
お
客
様
の
こ
の

一
年
の
無
病
息
災
を
祈
っ
て
出
さ
れ
る
菓
子
で

す
。

　

第
四
回
目
の
講
座
は
幕
府
御
用
菓
子
司
で
あ

る
鈴
木
越
後
を
先
祖
に
持
ち
、
先
々
代
の
頃
よ

り
裏
千
家
茶
道
を
学
び
、
代
々
和
菓
子
に
精
通

さ
れ
京
都
の
和
菓
子
を
研
究
さ
れ
続
け
て
い
る

鈴
木
宗
博
先
生
で
す
。

　

茶
会
や
茶
事
に
は
様
々
な
も
の
が
存
在
し
ま

す
。
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
る
茶
事
に
も
各
種

あ
り
ま
す
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
神
仏
や
御
霊
に

茶
を
供
え
る
献
茶
式
添
釜
、
月
釜
や
市
民
茶
会

な
ど
の
大
寄
席
茶
会
、
御
園
棚
や
点
茶
盤
な
ど

に
よ
る
立
礼
、
厳
密
に
は
お
茶
会
と
は
違
い
ま

す
が
御
来
客
を
お
茶
で
お
も
て
な
し
す
る
呈
茶

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
ら
に
欠
か
せ
な
い
の
が
茶
菓
子
で
す
。

そ
の
菓
子
の
選
び
も
亭
主
の
お
も
て
な
し
の
大

切
な
要
素
で
す
。
主
に
茶
席
で
は
薯
蕷
饅
頭
や

き
ん
と
ん
、
餅
菓
子
、
季
節
に
よ
っ
て
は
花
見

団
子
や
月
見
団
子
、
粽
、
水
無
月
な
ど
の
生
菓

子
の
主
菓
子
と
落
雁
、
煎
餅
、
有
平
糖
な
ど
の

干
菓
子
が
多
く
選
ば
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
は
趣
向

や
季
節
に
あ
っ
た
も
の
、
銘
の
あ
る
も
の
、
食

べ
や
す
さ
や
取
り
や
す
さ
、
菓
子
器
に
あ
っ
た

色
合
い
や
大
き
さ
、
ま
た
他
に
茶
席
が
あ
る
場

　

そ
の
他
に
は
春
に
は
季
節
を
呼
ぶ
声
が
聞
こ

え
て
き
そ
う
な
鶯
の
主
菓
子
、
夏
に
は
寒
天
や

水
よ
う
か
ん
を
使
っ
た
涼
し
げ
な
水
菓
子
や
、

一
年
の
残
り
半
分
の
無
病
息
災
を
願
っ
た
水
無

月
、
秋
に
は
月
見
団
子
と
い
う
風
に
定
番
の
菓

子
が
あ
り
ま
す
。

　

茶
道
具
に
は
様
々
な
の
も
が
あ
り
ま
す
。
掛

物
、
花
入
、
香
合
、
釜
、
茶
入
れ
、
茶
杓
、
茶

碗
、
水
差
、
蓋
置
、
建
水
、
柄
杓
、
茶
筅
、
炭

斗
、
帛
紗
、
古
帛
紗
、
懐
紙
、
そ
れ
に
花
を
添

え
る
の
が
茶
菓
子
と
考
え
て
間
違
い
な
い
と
思

い
ま
す
。

　

鈴
木
先
生
は
新
し
い
菓
子
も
色
々
考
え
て
お

ら
れ
る
そ
う
で
す
。
時
に
は
菓
子
職
人
に
無
理

難
題
を
提
案
さ
れ
、
数
の
少
な
い
茶
席
の
場
合

に
は
と
ん
で
も
な
い
金
額
に
な
る
こ
と
も
。
そ

れ
で
も
新
し
い
菓
子
を
考
え
、
ふ
る
ま
う
事
が

と
て
も
楽
し
い
そ
う
で
す
。

　

六
十
回
を
超
え
る
「
お
菓
子
な
話
」。
鈴
木

先
生
の
講
演
が
決
ま
っ
て
一
番
に
手
を
挙
げ
て

取
材
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の

鈴
木
宗
博

（
裏
千
家
教
授
・
和
菓
子
研
究
家
）

講師 「
茶
席
の
和
菓
子
で
楽
し
む
」

８
月
24
日（
土
）

第
４
回

第
四
に
欠
行
欠
文
字
。
第
五
に
名
判
と
印
（
落

款
）。
第
六
肝
要
は
、
丈
、
亘
、
此
の
良
き
を

本
と
す
る
也
と
あ
り
ま
す
。

破
れ
虚
堂（
法
語
）

　

虚
堂
智
愚
の
法
語
は
、
南
浦
紹
明
よ
り
大
徳

寺
に
伝
わ
り
、
武
野
紹
鴎
か
ら
京
都
の
豪
商
大

文
字
屋
が
所
持
し
て
い
る
時
に
使
用
人
の
八
兵

衛
が
法
語
を
破
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
こ
の
名
前

が
つ
い
た
。
和
紙
の
破
れ
は
修
復
さ
れ
て
、
や

が
て
松
平
不
昧
公
が
長
く
所
持
し
て
い
ま
し

た
。『
松
屋
会
記
』
の
記
述
で
は
、
そ
の
表
具

の
裂
地
の
種
類
や
紙
の
寸
法
。
文
字
数
や
そ
の

余
白
の
寸
法
。
更
に
は
掛
物
全
体
の
丈
や
床
に

ど
の
よ
う
に
掛
け
て
あ
る
の
か
ま
で
詳
細
に
記

録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

茶
席
で
そ
ん
な
鑑
賞
の
仕
方
が
あ
る
の
か
と

気
が
遠
く
な
る
よ
う
な
感
じ
で
す
ね
。

終
わ
り
に

　

宗
峰
妙
超
の
法
語
は
、
右
か
ら
書
い
て
、
行

の
頭
が
少
し
ず
つ
左
下
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
法
語
を
書
き
慣
れ
た
老
師
が
そ
の
思

い
を
一
気
に
書
き
上
げ
る
と
、
そ
う
し
た
傾
向

が
見
ら
れ
る
と
か
。

　

一
休
宗
純
の
墨
跡
は
自
由
奔
放
で
開
放
的
で

親
し
み
が
持
て
る
の
で
、
大
人
気
。
中
で
も
有

名
な
一
行
「
初
祖
菩
提
達
磨
大
師
」
は
珠
光
が

表
具
を
さ
れ
た
の
で
す
が
、
掛
物
が
長
過
ぎ
て

床
に
入
ら
な
か
っ
た
の
で
、
床
の
天
井
を
上
げ

る
事
に
な
っ
た
と
か
、
面
白
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
も

沢
山
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

最
後
は
表
装
の
裂
地
に
つ
い
て
、
実
物
を
見

な
が
ら
説
明
し
て
い
た
だ
き
大
い
に
盛
り
上

が
っ
て
講
演
が
終
わ
り
ま
し
た
。（
中
條
晴
之
）



　

明
治
政
府
の
近
代
化
施
策
に
沿
っ
た
民
間
の

実
業
家
た
ち
の
活
躍
に
は
目
ざ
ま
し
い
も
の
が

あ
り
ま
し
た
が
、
な
か
で
も
益
田
三
兄
弟
に
は

経
済
界
の
重
鎮
、
華
々
し
い
成
功
者
と
い
う
名

声
の
み
な
ら
ず
、
茶
の
湯
の
数
寄
者
と
し
て
古

美
術
品
の
蒐
集
に
お
け
る
審
美
眼
（
目
利
き
）

な
ど
で
近
代
茶
道
界
を
リ
ー
ド
す
る
と
い
う
共

通
点
が
あ
り
ま
し
た
。  

　

益
田
家
三
兄
弟
と
は
長
兄
・
益
田
孝（
鈍
翁
）、

次
兄
・
益
田
克
徳（
非
黙
）、
そ
し
て
末
弟
・
益

田
英
作
（
紅
艶
）
の
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ

三
井
物
産
や
東
京
海
上
火
災
保
険
会
社
の
創
始

者
と
な
り
、
今
回
の
話
の
主
人
公
と
な
る
英
作

は
三
井
財
閥
系
企
業
の
役
職
を
歴
任
し
た
人
物

な
が
ら
彼
に
は
確
た
る
伝
記
も
な
い
こ
と
か

ら
、
私
は
英
作
の
人
生
を
博
士
論
文
に
ま
と
め

よ
う
と
研
究
を
は
じ
め
ま
し
た
。

　

今
日
は
「
紅
艶
・
益
田
英
作
と
近
代
茶
道
・

社
会
」
と
題
し
て
、
珍
し
い
家
族
写
真
な
ど
を

交
え
な
が
ら
彼
の
五
十
六
歳
と
い
う
早
逝
人
生

に
お
け
る
好
事
家
と
し
て
の
話
を
紹
介
し
た
い

と
思
い
ま
す
。  

　

彼
の
奇
人
ぶ
り
は
つ
と
に
有
名
で
、
芝
公
園

近
く
に
住
ま
い
し
て
い
た
の
で
親
し
い
人
々
か

ら「
コ
ー
エ
ン
さ
ん
」と
呼
ば
れ
、
こ
れ
を「
紅

艶
」
と
花
柳
界
好
み
の
字
ず
ら
に
し
て
乙
に
構

え
、
ま
た
鎌
倉
の
大
仏
に
眼
鏡
を
か
け
た
よ
う

だ
と
洋
行
帰
り
の
ス
マ
ー
ト
さ
と
裏
腹
な
容
姿

を
揶
揄
さ
れ
た
り
、
上
よ
り
下
の
方
が
大
き
い

鏡
餅
を
も
じ
っ
て
彼
等
の
こ
と
を
鏡
餅
三
兄
弟

と
世
間
が
噂
し
た
と
か
言
わ
れ
て
い
ま
す
。  

　

と
こ
ろ
が
こ
の
人
、
知
人
と
の
付
き
合
い
に

屁
理
屈
を
つ
け
て
祝
儀
を
出
し
渋
り
、
香
奠
に

釣
り
銭
を
要
求
し
た
り
、
実
姉
の
嫁
ぎ
先
を
間

違
え
他
人
宅
に
上
が
り
こ
ん
で
の
大
騒
ぎ
を
や

ら
か
し
、
ま
だ
ま
だ
の
武
勇
伝
は
、
敗
者
が
奢

る
ル
ー
ル
の
新
年
歌
留
多
会
で
負
け
が
込
み
だ

す
や
庭
の
池
に
飛
び
込
ん
で
同
席
者
た
ち
ケ
ム

に
ま
い
て
逃
げ
帰
っ
た
と
う
話
も
あ
り
ま
す
。

か
と
思
え
ば
、
電
車
の
中
で
突
然
に
下
手
の
横

好
き
と
酷
評
さ
れ
る
謡
曲
を
咆
え
散
ら
か
し
て

他
の
乗
客
が
迷
惑
が
る
を
も
の
と
も
せ
ず
、
吝

嗇
で
傍
若
無
人
な
言
動
の
数
々
は
文
明
開
化
の

牽
引
者
、
イ
ギ
リ
ス
仕
込
み
の
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ

ン
が
泣
こ
う
と
い
う
も
の
ば
か
り
で
、
と
も
か

く
、
傍
目
構
わ
ぬ
ユ
ニ
ー
ク
な
人
だ
っ
た
感
が

拭
え
ま
せ
ん
。  

　

茶
事
の
初
陣
と
も
い
う
べ
き
自
宅
で
の
茶
会

で
、
茶
席
に
キ
ツ
イ
匂
い
は
禁
物
と
さ
れ
て
い

る
常
識
に
反
し
て
、
寄
付
に
到
着
し
た
客
に
ま

ず
は
道
中
の
塵
落
と
し
と
ば
か
り
香
水
風
呂
を

す
す
め
た
り
、
兄
の
鎌
倉
別
邸
に
お
い
て
は
台

湾
在
任
中
の
風
景
を
再
現
し
て
台
湾
人
に
扮
し

た
芸
者
衆
を
接
待
役
に
し
た
演
劇
趣
向
の
茶
席

を
設
け
た
り
、
愛
蔵
の
伊
賀
擂
座
花
入
（
花
入

の
立
派
な
姿
に
花
は
不
用
と
、
銘
・
芙
蓉
）
の

披
露
を
所
望
さ
れ
て
催
し
た
東
京
目
黒
自
邸
霊

水
庵
で
の
朝
茶
席
で
は
、
火
入
、
香
合
、
水
指
、

茶
入
、
薄
茶
器
、
蓋
置
、
茶
碗
な
ど
茶
器
だ
け

で
な
く
、
懐
石
料
理
の
焼
物
鉢
、
酒
器
徳
利
、

香
鉢
と
伊
賀
の
名
器
一
覧
「
伊
賀
揃
ひ
茶
会
」

に
面
食
ら
う
客
に
ど
う
だ
！
と
ば
か
り
の
場
面

も
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
、
懐
石
毒
見
事
件
な
る
破
天
荒
な

茶
会
も
あ
り
ま
し
た
。
客
に
運
ん
だ
膳
の
料
理

を
毒
見
と
称
し
て
箸
を
つ
け
、
そ
の
う
え
菓
子

ま
で
も
た
い
ら
げ
る
と
い
う
無
作
法
ぶ
り
。
あ

ま
つ
さ
え
、
な
す
す
べ
も
な
く
呆
れ
て
い
る
正

客
は
練
り
加
減
の
悪
い
亭
主
点
前
の
濃
茶
を
飲

ま
さ
れ
何
と
も
挨
拶
の
仕
様
が
な
か
っ
た
と
い

い
ま
す
が
、
床
に
は
佐
竹
本
三
十
六
歌
仙
絵
・

坂
上
是
則
、
茶
入
は
藤
四
郎
の
瀬
戸
糸
目
、
茶

𣏐
は
松
平
不
昧
公
の
作
と
逸
品
が
な
ら
び
、
さ

す
が
紅
艶
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
面
目
躍
如
た
る
も

の
が
あ
り
ま
す
。  

　

他
に
も
大
師
会
の
担
当
の
折
に
は
、
塹
壕
に

見
立
て
た
席
を
作
っ
て
戦
死
者
霊
位
の
祭
壇
を

設
け
、
床
に
は
元
帥
・
大
山
巌
の
揮
毫
を
掛
け

旅
順
土
産
の
砲
弾
筒
に
花
を
い
け
て
日
露
戦
争

の
慰
霊
を
趣
向
し
、
別
席
で
は
黒
衣
の
僧
に
扮

し
て
イ
ン
ド
仏
の
文
殊
・
普
賢
菩
薩
像
を
飾
る

と
い
う
敬
虔
な
一
面
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
大

師
会
と
は
鈍
翁
が
弘
法
大
師
の
書
「
崔
子
玉
座

右
銘
断
簡
」
披
露
の
た
め
に
始
め
た
茶
会
で
、

東
の
大
師
会
、
西
の
光
悦
会
と
日
本
の
茶
会
の

双
璧
を
な
す
ハ
レ
の
茶
席
で
も
、
紅
艶
独
壇
場

ぶ
り
が
目
に
浮
か
び
そ
う
で
す
。

　

武
家
社
会
の
礼
法
だ
っ
た
茶
が
す
た
れ
て

い
っ
た
明
治
と
い
う
激
動
の
時
代
で
、
彼
は
作

法
よ
り
趣
向
を
観
て
ほ
し
か
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。
あ
た
か
も
、
時
の
政
府
は
岡
倉
天
心
、

フ
ェ
ノ
ロ
サ
を
擁
し
て
、
仏
像
仏
具
を
保
護
す

る
に
彫
刻
や
絵
画
と
い
う
捉
え
方
で
、
祈
り
の

美
を
茶
室
に
持
ち
込
む
紅
艶
の
美
術
感
覚
は
、

図
ら
ず
も
、
政
府
の
方
針
に
沿
っ
て
い
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
茶
道
と
は
日
本
人
が
各
種
の
美
術

工
芸
を
鑑
賞
す
る
一
つ
の
方
法
（
逸
翁
・
小
林

一
三
）
気
運
の
中
で
、
紅
艶
は
単
な
る
横
紙
破

り
で
は
な
く
、
茶
匠
が
門
人
に
茶
道
を
教
授
す

る
と
い
う
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
と
は
無
縁
な
好
事
家

た
ち
と
、
互
い
に
、
確
か
な
審
美
眼
で
選
ん
だ

茶
道
具
や
古
美
術
の
鑑
賞
を
共
有
し
て
楽
し
ん

だ
人
と
も
思
わ
れ
ま
す
。

（
妹
尾
共
子
）

岡
田
直
矢
（
茶
道
研
究
家
）

講師 「
益
田
三
兄
弟（
鈍
翁
、非
黙
、紅
艶
）

に
つ
い
て̶

人
と
茶
道̶

」

８
月
25
日（
日
）

第
５
回

お
菓
子
の
話
は
間
違
っ
て
な
か
っ
た
の
か
？
そ

ん
な
思
い
で
講
演
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
て
少

し
安
堵
し
ま
し
た
。
い
つ
食
べ
る
か
、
誰
と
食

べ
る
か
、
そ
の
お
菓
子
そ
れ
ぞ
れ
に
物
語
が
あ

る
と
い
う
こ
と
が
大
切
な
の
だ
と
思
い
ま
し

た
。
こ
れ
か
ら
も
っ
と
面
白
い
お
菓
子
を
提
案

さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。（

香
川
二
郎
）
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もちもち円座はいかがですか？

　高松市円座町の名前の由来である「菅円座」。
　様々な植物を使って作られる敷物ですが、この地域では、
お遍路さんがかぶる菅笠と同じ「菅（すげ）」と呼ばれる植物
を使い、菊の花に似た模様に作られ、朝廷への献上品にも
なっていたようです。
　香川で作られる「菅円座」の最大の特徴は「作り方」にある
ようで、別の製法の物と比べると…どこから作り始めて、どこ
で終わっているかが分かりません。
　そんな敷物“菅円座”そっくりの和菓子があるのをご存知
ですか？
　大きさは一般的な大判焼きくらいですが、少し薄く中央が
膨らんでます。中には程よい甘さの粒あんが入っていて、
「菅円座」と同じ模様になっています。

　形や模様だけでなく、生
地にタピオカ粉を使ってい
るので、食感ももちもちして
います。
　見た目に可愛いいそんな
“円座焼き”を手に取って「菅
円座」を感じてみてください。

12月
◆ 書道教室　毎月第1・第3金曜日
 森本義人先生
 12月6日・20日（金）午前10時～12時
◆ 茶室 de 若人茶会
 12月8日（日）
 処　　晴松亭（当財団茶室）
 席主　大手前高松・丸亀高校茶道部
 会費　一般800円・学生300円（茶席2席）
 入席時間（各席18名・1時間を予定）
 第1席 9時 第2席 10時 第3席 11時
 第4席 13時 第5席 14時 第6席 15時
◆ 和菓子講座　毎月第2金曜日
 高橋初乃先生
 12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
 12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
12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）

1月
◆ 和菓子講座　高橋初乃先生　
 1月10日（金）午前10時～12時
◆ ヤングヤング　山下純子先生
 1月11日・25日（土）午後1時～
◆ 書道教室　森本義人先生
 1月17日・24日（金）午前10時～12時
◆ 初釡
今回から財団初釜は第3日曜日とさせ
ていただきます。
「開径待佳賓　一期一会の心にてお待
ちしています」と席主のメッセージと
合わせてご案内いたします。
好例の福引もありますのでお楽しみに。

 日時　1月19日（日）
 処　　美藻庵　晴松亭（当財団茶室）
 濃茶　表千家流　土井宗以

 薄茶　表千家流　土井宗友
 点心　表千家流　土井宗美
 会費　10,000円（濃茶・薄茶・点心席）
 入席時間（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
申込  電話受付 12月16日（月）10時～

◆ 月に一度の喫茶室
 1月はお休みさせていただきます。

2月
◆ 懐石講座　三友居　山本勝先生
 2月4日（火）午前11時
◆ 書道教室　森本義人先生
 2月7日・21日（金）午前10時～12時
◆ ヤングヤング　山下純子先生　
 2月8日・22日（土）午後1時～
◆ 和菓子講座　高橋初乃先生
 2月14日（金）午前10時～12時
◆ 月に一度の喫茶室
 2月18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。

　
異
常
気
象
で
記
録
的
な
猛
暑
が
続
い
た
夏
を
一
段
落
さ

せ
て
秋
の
気
配
と
思
い
き
や
、
足
早
な
寒
さ
到
来
。
自
然

界
の
冬
仕
度
は
あ
わ
た
だ
し
そ
う
で
す
。

　
お
茶
の
世
界
で
は
暦
通
り
の
季
節
に
沿
っ
て
席
を
改

め
、
衣
服
や
道
具
、
花
や
菓
子
な
ど
に
季
節
感
を
反
映
さ

せ
た
も
て
な
し
に
感
謝
す
る
客
が
、
道
具
の
組
み
合
わ
せ

に
茶
会
の
本
意
を
読
み
、
席
の
隅
々
ま
で
気
遣
っ
た
し・
つ・

冬
の
も
て
な
し

お
茶
の
風
景
（
26
）

財団行事予定
（12月～2月）休館日水曜日

ら・
い・
の
見
事
さ
に
感
歎
の
声
を
あ
げ
る
こ
と
多
々
で
す
が
、
亭
主
側
は
こ
れ
ま
で
に
費
や
し
た
気
く

ば
り
の
労
力
や
手
間
を
「
亭
主
七
分
の
愉
し
み
」
と
謙
虚
な
言
葉
で
表
現
さ
れ
ま
す
。

　
も
て
な
し
の
真
髄
に
究
極
の
利
他
を
説
く
茶
道
精
神
の
奥
深
さ
に
、
た
だ
た
だ
尊
敬
と
賞
賛
の
思

い
が
深
ま
る
ば
か
り
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
か
ら
の
季
節
、
例
え
ば
、
炉
に
掛
け
た
広
口
釜
の
蓋
を
き
っ
た
時
の
湯
気
の
立

ち
上
が
り
、
点
て
た
お
茶
が
冷
め
に
く
い
よ
う
に
と
筒
茶
碗
の
ぬ
く
も
り
な
ど
、
視
覚
や
感
覚
に
も

暖
か
さ
を
演
出
す
る
光
景
は
、
寒
さ
の
中
、
何
よ
り
の
ご
馳
走
と
な
り
ま
し
ょ
う
。

香川県内の様々なイベント情報を随時更新中！

▲

https://oidemai.kagawa.jp/
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い
つ
ま
で
夏
が
続
く
の
か
と
ぼ
や
い

て
い
た
ら
、
秋
を
通
り
過
ぎ
て
も
う
師

走
。
そ
ん
な
短
い
秋
を
惜
し
む
か
の
よ

う
に
各
地
の
秋
ま
つ
り
が
報
道
さ
れ
、

帰
省
し
た
家
族
連
れ
や
観
光
客
の
喜
ぶ

姿
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
米
不
足
の
心
配

の
中
で
も
、
豊
作
を
願
い
祈
る
祭
り
は

元
気
と
喜
び
を
も
た
ら
し
ま
す
。

　

来
年
は
瀬
戸
内
芸
術
祭
も
開
催
さ

れ
、
多
く
の
方
が
瀬
戸
内
の
島
々
を
巡

り
、
そ
の
土
地
の
歴
史
や
文
化
を
取
り

込
ん
だ
現
代
ア
ー
ト
を
鑑
賞
さ
れ
る
で

し
ょ
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
住
ん
で
い

ら
っ
し
ゃ
る
人
々
と
の
交
流
も
是
非
し

て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。

　

幸
い
に
も
、
近
年
Ｕ
タ
ー
ン
や
Ｉ

タ
ー
ン
の
み
な
ら
ず
、
移
住
し
て
来
る

家
族
も
増
え
て
い
ま
す
。
活
気
溢
れ
る

瀬
戸
内
に
な
る
よ
う
に
と
願
っ
て
い
ま

す
。

編
集
後
記

﹇
声
・
情
報
お
寄
せ
く
だ
さ
い
﹈
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info@
chujo-zaidan.or.jp

茶道石州流琴松会 TEL（087）888-5311
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

武者小路千家香川官休会 TEL（087）862-8574
12/8 香川官休大会茶会　席主：香川官休会
 披雲閣 2,000円（二席）　9:00～15:00
〈香川官休会月釡〉　無量寿院 1,000円　9:00～15:00

1/26 席主：小池妙公
3/16 席主：霜 妙眞
大西・アオイ記念財団 TEL（087）880-7888

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
2/9 大西・アオイ高校茶会　席主：大手前高松高校茶道部
 大西・アオイ記念館 400円　10:00～13:00
2/23 大西通義を偲ぶ「宗通茶会」
 席主：大西・アオイ記念財団
 大西・アオイ記念館 1,000円　9:30～14:20
3/2 高松商工会議所女性会　弥生茶会　席主：美澤宗包
 大西・アオイ記念館 料金未定　9:00～15:00

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

  前売券700円・当日券800円　9:30～14:30（全6席）
12/15 席主：真子宗博（表千家）
2/16 席主：春日宗愛（表千家　真子宗博社中）

茶華道ガイド
急遽中止等の変更となる場合があります。

（一財）小原流高松支部 TEL 090-5273-0576
2/23、24 一般財団法人小原流高松支部創立65周年記念花展
 いけばな小原流展　花輝く 如月
 席主：（一財）小原流高松支部 玉藻公園内披雲閣
  無料　10:00～17:00（24日は16:00まで）
表千家同門会香川県支部 TEL（087）845-4638

2/16 高松市茶華道協会　きさらぎ茶会と華展
 席主：山内宗紀
 大西・アオイ記念財団 1,000円　9:00～15:00

茶道裏千家淡交会香川支部 TEL（0877）24-3315
12/2 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 400円　10:00～15:00
〈月釡〉　多度津町地域交流センター2F 600円　9:30～15:00

12/15 席主：仁信宗和
2/23 席主：村井宗美 

茶道裏千家淡交会高松支部 TEL（087）841-0605
〈高松支部月釡〉　大西・アオイ記念館 9:30～15:00（時間指定）

12/1 席主：長尾宗里 800円
2/2 席主：川内宗恵 1,000円

財団からのお知らせ
中條文化振興財団

令和7年度
助成金応募受付中

令和7年4月1日から令和8年3月31日までに実施予定の
文化事業。詳しくは助成基準をご覧ください。

財団所定の助成金交付申請書を提出してください。（HP参照）
応募締切は、令和7年1月31日。
審議委員会による書類審査を行い、必要があればプレゼンテー
ションを開催。令和7年3月末までに結果をご連絡致します。

30万円を限度とし、活動に応じた金額を審議委員会が決定致
します。

詳細（助成基準、所定の申請書等）は、当財団ホームページより
ご確認いただくか、事務局までお問合せ下さい。
https://chujo-zaidan.or.jp

対象事業

応募の方法

助成金


