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大
名
庭
園
で
一
服
。

numarオーナーシェフ。耕作放棄された果樹園の

下草刈りを行い対価として果実をもらったり、巣箱

を置いてニホンミツバチを増やす活動も行っている。

人気料理のペーパーチキンに、ビーツのポタージュなど野菜

がたっぷりの「一汁三菜と玄米ごはん」。近隣の高瀬町産の

玄米ごはんの他、ほぼ全て県内産の食材を使用している。
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「
季
節
を
た
べ
る
食
卓
n
u
m
a
r
」は
、
讃
岐

山
脈
の
入
り
口
で
、
田
畑
の
広
が
る
ま
ん
の
う

町
に
あ
る
。
福
岡
県
で
生
ま
れ
、
子
ど
も
時
代

か
ら
10
代
ま
で
を
香
川
県
丸
亀
市
で
過
ご
し
た

淵
上
義
哉
さ
ん
が
、
2
年
前
に
オ
ー
プ
ン
し
た
。

　

大
学
で
経
済
を
学
ん
で
い
た
淵
上
さ
ん
だ

が
、「
論
文
を
書
く
よ
り
、
手
を
動
か
し
て
も
の

を
作
り
た
い
」と
中
退
。
料
理
の
道
を
志
す
。
調

理
師
だ
っ
た
母
親
の
影
響
で
、
お
い
し
い
も
の

に
対
す
る
興
味
は
人
一
倍
強
か
っ
た
。
東
京
の

料
亭
と
湯
布
院
の
割
烹
旅
館
で
修
業
し
た

後
、
香
川
に
戻
り
イ
タ
リ
ア
ン
と
イ
ン
ド
料
理

店
の
厨
房
に
も
立
っ
た
。
国
が
違
う
と
、
食
材

か
ら
う
ま
味
を
引
き
出
す
手
法
が
違
う
。
多

彩
な
調
理
法
に
接
し
た
か
っ
た
と
言
う
。

　

ま
ん
の
う
町
に
店
を
開
い
た
の
は
、「
土
が

肥
沃
で
水
が
き
れ
い
な
土
地

な
の
で
、
お
い
し
く
新
鮮
な

食
材
が
手
に
入
る
か
ら
」
。

野
菜
は
近
隣
の
畑
か
ら
直

接
譲
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
多

く
、
山
で
捕
れ
た
シ
カ
や
イ

ノ
シ
シ
が
手
に
入
る
こ
と
も

あ
る
。
ま
た
、
店
と
と
も
に
購

入
し
た
山
を
歩
き
な
が
ら

木
の
実
を
集
め
、
自
生
す
る

タ
ケ
ノ
コ
、
ワ
ラ
ビ
、
ク
レ
ソ
ン
な
ど
も
採
る
。

こ
の
地
域
の
山
菜
は
驚
く
ほ
ど
滋
味
深
く
、

そ
れ
も
こ
こ
に
店
を
開
い
た
大
き
な
理
由

だ
っ
た
。

　

「
レ
ス
ト
ラ
ン
と
い
う
よ
り
、
食
べ
る
人
が
く

つ
ろ
ぎ
な
が
ら
、
農
業
や
山
の
食
材
の
豊
か
さ

を
感
じ
ら
れ
る
空
間
を
つ
く
り
た
か
っ
た
」
と

淵
上
さ
ん
。
地
域
の
持
つ
食
の
力
を
も
っ
と

し
っ
か
り
伝
え
た
い
と
、
来
春
に
は
隣
の
納
屋

で
有
機
栽
培
野
菜
の
販
売
も
計
画
中
だ
。

　

家
族
は
、ス
イ
ー
ツ
担
当
の
奥
さ
ま
と
愛
犬

ふ
ー
ち
ゃ
ん
。
3
人
で
の
ん
び
り
暮
ら
し
な
が

ら
も
、こ
の
地
で
描
く
夢
は
大
き
い
。

香川県出身の奥さまとは、10代の頃知り合い

料理修業から戻って結婚。愛犬ふーちゃんとは

山やため池の周りを散歩するのが日課。

昭和のたたずまいの民家を改装した店内の一部

はDIYで。テーブルとイスは、同じく香川に住んで

家具職人をしている弟さんが勤める工房のもの。

淵上さんと奥さまの好きな雑貨や本、

植物が置かれた店内。「食事をした

後も、ゆったりくつろいでもらいたい

ですね」。

香川に住んで

はじめたこと

「まんのうの食の力を伝えたい」

季節をたべる食卓 numar
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ヌ　

マ

淵上義哉さん

numarの店内で。3年かけて広い土地付きの空き家を探しあてた。クミ

ンやカルダモンなどスパイスを効かせた料理が得意なので、「将来は

本格的な香辛料の栽培にも挑戦したい」と言う淵上さんと奥さま。

ち
ゅ
う
ぼ
う

か
っ
ぽ
う

ひ
よ
く



　
元
は
高
松
藩
主
の
大
名
庭
園
で
あ
り
、
今
や
世

界
各
国
か
ら
観
光
客
が
訪
れ
る
「
栗
林
公
園
」
を
は

じ
め
、
丸
亀
藩
主
が
作
庭
さ
せ
た「
中
津
万
象
園
」
、

高
松
城
跡
の
「
玉
藻
公
園
」
な
ど
、
香
川
県
に
は
歴

史
あ
る
庭
園
が
多
い
。
散
策
す
る
だ
け
で
も
十
分

な
見
応
え
で
あ
る
が
、
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
、一
服

の
お
茶
と
と
も
に
景
色
を
愛
で
る
方
法
が
あ
る
。

そ
も
そ
も
日
本
庭
園
と
お
茶
の
結
び
付
き
は
深
い
。

江
戸
時
代
の
貴
人
や
豪
商
も
、
趣
向
を
凝
ら
し
た
庭

の
眺
め
を
お
茶
と
と
も
に
楽
し
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　
お
い
し
さ
に
心
が
ゆ
る
む
か
ら
だ
ろ
う
か
、
お
茶

を
味
わ
い
な
が
ら
眺
め
る
庭
は
、
散
策
し
て
い
る
時

と
は
違
う
印
象
に
な
る
。
も
う
一
つ
の
庭
の
姿
、
と

い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
正
式
な
お
茶
席
で
は
な
い

の
で
「
作
法
が
…
」
と
難
し
く
考
え
る
必
要
は
な

い
。
時
を
超
え
、
国
境
を
越
え
て
称
賛
さ
れ
る
庭
園

を
、お
茶
が
導
く
開
か
れ
た
心
で
堪
能
し
た
い
。

　

「
茶
の
湯
」
は
堅
苦
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
て
い

る
が
、
本
質
は
自
由
で
楽
し
い
も
の
。
千
利
休
が
有
名

だ
が
、
彼
の
時
代
は
戦
国
時
代
ま
っ
た
だ
中
。
陣
中
見

舞
い
と
し
て
、
戦
地
の
急
ご
し
ら
え
の
小
屋
で
お
茶
を

出
す
こ
と
も
珍
し
く
な
か
っ
た
。
も
て
な
し
、
も
て
な

さ
れ
る
「
心
」
は
大
切
に
す
る
が
、
必
要
以
上
に
形
に

と
ら
わ
れ
る
文
化
で
は
な
い
の
だ
。
こ
れ
ま
で
の
茶
人

も
、
新
し
い
要
素
を
取
り
込
ん
で
、
自
分
た
ち
の
茶
道

を
磨
い
て
き
た
。
現
代
な
ら
、
正
座
が
難
し
い
年
配
の

方
に
配
慮
し
て
椅
子
を
置
く
茶
室
が
あ
る
。
ル
ー
ル

の
中
に
自
由
が
あ
り
、
豊
か
に
個
性
が
発
揮
さ
れ
る
の

が
茶
の
湯
だ
ろ
う
。

　

た
だ
、
長
い
歴
史
に
洗
わ
れ
て
き
た
文
化
で
あ
る
。

相
応
の
奥
深
さ
が
あ
る
。
寸
法
や
材
質
、
光
の
採
り
方

な
ど
茶
室
は
建
築
的
な
見
ど
こ
ろ
の
宝
庫
だ
し
、
茶

器
は
用
の
美
が
あ
る
。
菓
子
に
は
季
節
が
映
さ
れ
て

お
り
、
生
け
花
や
掛
け
軸
に
も
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め

ら
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
茶
の
湯
は
総
合
芸

術
だ
と
考
え
て
い
る
。一
つ
一
つ
の
意
味
が
分
か
っ
て

く
る
と
、
格
段
に
面
白
み
が
増
す
。

　

幸
い
に
も
香
川
で
は
、
名
園
で
お
茶
に
ふ
れ
る
機
会

が
多
い
。
気
軽
に
楽
し
ん
で
、
茶
の
湯
を
知
る
き
っ
か

け
に
し
て
ほ
し
い
。
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庭
園
を
楽
し
む
な
ら

慌
て
ず
急
が
ず
、

一
服
の
お
茶
と
と
も
に
。

大名庭園で一服。

茶
の
湯
は
総
合
芸
術

公
益
財
団
法
人
中
條
文
化
振
興
財
団
事
務
局
長

中
條
晴
之
さ
ん

　茶道を柱に香川県で育まれた文化を広く知ってもらい、地元の

人に郷土への誇りをもってもらうことを目的に設立された。財団が

管理する茶室「美藻庵・晴松亭」は、茶道の流派を超えた交流の

場として活用されている。同茶室では、毎月第3火曜日に「月に一

度の喫茶室」として、初心者でも参加できるイベントを開催。

月に一度の喫茶室を開催 中條文化振興財団

栗林公園・掬月亭



頼重が京都から呼び寄せ、荘内に窯を開か

せた紀太理兵衛の焼き物が、お庭焼「理兵

衛焼」（現在は「理平焼」）。南湖のほとりに

は、初代紀太理兵衛作と伝えられる「古理

兵衛九重塔」が建つ。
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栗
林
公
園
は
、
千
本
の
手
入
れ
松
に
覆
わ
れ
た
回

遊
式
庭
園
だ
。
高
松
藩
主
の
松
平
家
が
江
戸
の
初

期
か
ら
中
期
に
1
0
0
年
の
歳
月
を
か
け
て
造
っ
た

別
邸
「
栗
林
荘
」
が
元
に
な
っ
て
お
り
、
見
ど
こ
ろ
の

多
い
南
湖
周
辺
は
当
時
の
姿
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
留

め
て
い
る
。

　
回
遊
式
庭
園
の
醍
醐
味
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
歩

い
て
回
る
こ
と
に
あ
る
。「
一
歩
一
景
」
と
称
さ
れ
る
栗

林
公
園
で
は
次
々
と
趣
の
違
う
美
し
い
景
色
が
現

れ
る
。い
わ
ば
絶
景
の
美
術
館
。
理
想
郷
を
形
に
し

た
庭
を
歩
け
ば
、
自
然
と
心
が
弾
ん
で
く
る
。
公
園

が
勧
め
る
南
庭
回
遊
コ
ー
ス
は
、
1
7
4
5
年
（
延

享
2
年
）
に
ま
と
め
ら
れ
た
栗
林
荘
の
手
引
書
「
栗

林
荘
記
」
の
推
奨
コ
ー
ス
と
よ
く
似
て
い
る
。
お
殿

様
が
た
ど
っ
た
同
じ
道
を
、
そ
の
視
線
や
気
分
を
想

像
し
な
が
ら
歩
く
の
も
面
白
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
江
戸
時
代
の
栗
林
荘
は
、
殿
様
の
別

邸
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
賓
客
や
家
臣
を
招
い
て
の

儀
礼
や
社
交
の
役
割
も
担
っ
て
い
た
。
そ
の
際
、

お
も
て
な
し
の
場
と
し
て
活
躍
し
た
の
が
茶
室
。

唐
詩
の
一
句
「
水
を
掬
す
れ
ば
月
手
に
在
り
」
か
ら

命
名
さ
れ
た
「
掬
月
亭
」
で
は
、
盛
大
な
茶
会
が
開

か
れ
て
い
た
。
南
湖
の
ほ
と
り
に
は
、
17
世
紀
に
建
て

ら
れ
た
数
寄
屋
造
り
の
建
物
が
残
り
、
今
は
誰
で

も
気
軽
に
お
茶
と
お
菓
子
を
い
た
だ
け
る
。
休
憩
だ

け
で
な
く
、
庭
の
美
に
触
れ
る
仕
上
げ
と
し
て
も
、

ぜ
ひ
こ
こ
に
立
ち
寄
っ
て
ほ
し
い
。

　
陰
影
の
あ
る
亭
内
の
空
間
は
、
南
湖
に
移
ろ
う
風

と
光
を
眺
め
る
特
等
席
。
屋
外
を
歩
き
な
が
ら
見

る
よ
り
も
静
か
で
奥
深
い
庭
の
美
を
感
じ
ら
れ
る
。

抹
茶
の
ふ
く
よ
か
な
味
と
香
り
に
心
が
ほ
ぐ
れ
、
時

間
さ
え
忘
れ
そ
う
だ
。
庭
と
茶
は
、
今
も
昔
も
同

じ
よ
う
に
人
を
魅
了
し
て
し
ま
う
。

　
季
節
ご
と
に
表
情
を
変
え
る
栗
林
公
園
の
、一
番

人
気
は
紅
葉
の
シ
ー
ズ
ン
。
掬
月
亭
に
一
番
近
い
小

島
に
も
カ
エ
デ
が
植
え
ら
れ
て
お
り
、
晩
秋
に
は
島

全
体
が
真
っ
赤
に
染
ま
る
。一
服
の
お
茶
と
と
も
に
、

艶
や
か
な
秋
の
景
色
を
楽
し
み
た
い
。

栗林公園

庭園の茶室に昔と変わらぬ時間

茶
の
湯
文
化
の
礎
を
築
い
た

初
代
藩
主
・
松
平
頼
重

営業時間が夜まで延長され、幻想

的な光に包まれた栗林公園を楽しめ

る。園内売店のほか、商工奨励館

前には夜店も出店。人気の和船の

夜間運航もあり、光の景観を夜の湖

面から眺められる。

　

そ
の
昔
、
千
利
休
が
楽
茶
碗
を
並
べ
、
弟
子
を
集
め

た
。
好
き
な
も
の
を
持
ち
帰
る
よ
う
伝
え
た
と
こ
ろ
、
赤

楽
茶
碗
が
一
つ
残
っ
た
。
利
休
は
そ
の
碗
を
い
た
く
気
に

入
り
、
翌
年
の
実
り
を
願
っ
て
一
つ
残
し
て
お
く
果
実
に

ち
な
み
「
木
守
」
と
名
付
け
愛
用
し
た
。

　

そ
の
名
の
由
来
と
し
て
こ
の
逸
話
が
語
り
継
が
れ

る
「
木
守
」
は
、
千
利
休
か
ら
武
者
小
路
千
家
に
伝
来

し
、
後
に
松
平
家
に
献
上
さ
れ
た
。

　

と
こ
ろ
が
1
9
2
3
年
（
大
正
12
年
）の
関
東
大
震
災

で
、
木
守
は
粉
々
に
砕
け
て
し
ま
っ
た
。し
か
し
昭
和
に
な

り
、た
っ
た
一
つ
の
か
け
ら
を
使
っ
て
楽
家
に
よ
る
再
生
が

行
わ
れ
た
。
復
活
し
た
「
木
守
」
は
今
も
松
平
家
が
保
管

し
、
武
者
小
路
千
家
の
家
元
襲
名
時
の
み
に
貸
し
出
さ
れ

る
。
さ
ま
ざ
ま
な
茶
人
の
思
い
が
こ
も
る
名
碗
で
あ
る
。

千利休から松平家に伝わる

楽茶碗「木守」

赤楽茶碗　銘　木守
長次郎　桃山時代／松平頼武氏蔵

【お問い合わせ】

香川県栗林公園観光事務所 高松市栗林町1丁目20番16号  TEL 087-833-7411

https://www.my-kagawa.jp/ritsuringarden

掬月亭では、開園日は毎日お茶が楽しめる。日暮亭では土・日・祝日に抹茶を提供。

栗林公園  秋のライトアップ

11月23日（木・祝）～12月3日（日）

　

高
松
藩
の
茶
の
湯
の
礎
を
築
い
た
の
が
、
1
6
4
2

年
（
寛
永
19
年
）に
入
封
し
た
初
代
藩
主
・
松
平
頼
重
。

頼
重
が
、
千
利
休
か
ら
四
代
目
に
あ
た
り
、
後
に
武
者

小
路
千
家
を
開
く
一
翁
宗
守
を
茶
道
指
南
に
招
い
た
こ

と
か
ら
、
高
松
藩
で
は
代
々
、
武
者
小
路
千
家
が
茶
頭

を
務
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
京
都
か
ら
作
陶
家
を

呼
び
荘
内
に
お
庭
焼
の
窯
も
開
か
せ
、
茶
碗
な
ど
多
く

の
茶
道
具
も
作
ら
れ
た
。

土・日・祝日には、明治時代に築造された草庵の茶室「日暮亭」でもお茶がいただける。

江戸初期に建てられた草庵の大名茶室「旧日暮亭」もあり、

土・日・祝日には障子が開放され、内部を見ることができる。

三方に向かって開けた亭内に、風が吹き渡る。

掬月亭で、お茶とともに
静かな時間も味わいたい。北庭に江戸時代の薬草園の名残の

茶畑があり、新茶の時期には、毎年

小学生らが茶摘みを行う。

い
ち
お
う
そ
う
し
ゅ

き  まもりらく ちゃ わん

高松松平家歴史資料
（香川県立ミュージアム保管）

大名庭園で一服。

だ

い

ご

み



うちわの展示室庭園も海も見える休憩所
「中津会所 海望亭」。
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中津万象園

海際の茶どころで自由なお点前を

史跡高松城跡 玉藻公園

　
日
本
三
大
水
城
の
一
つ
と
さ
れ
る
高
松
城
の
遺

跡
が
公
園
と
し
て
開
放
さ
れ
て
い
る
。
天
守
閣
跡

か
ら
は
、
近
年
の
天
守
台
改
修
の
際
に
天
守
の
礎

石
が
発
見
さ
れ
た
現
場
が
間
近
に
見
え
、
松
林
の

向
こ
う
に
は
島
々
を
背
に
赤
灯
台
を
目
指
し
て
船

が
往
来
す
る
景
色
も
望
め
る
。
水
城
の
歴
史
ロ
マ
ン

を
か
き
立
て
ら
れ
る
場
は
見
逃
せ
な
い
。

　
藩
主
の
住
居
兼
執
政
の
場
を
大
正
時
代
に
再

生
し
た
「
披
雲
閣
」
で
は
、
秋
に
は
週
末
ご
と
に
各

流
派
の
茶
会
が
開
か
れ
る
。
運
が
良
け
れ
ば
、一
般

に
開
放
さ
れ
る
茶
会
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
日
曜
に
は
、
西
入
口
近
く
に
赤
い
も
う
せ

ん
の
茶
席
が
出
る
。
失
わ
れ
た
天
守
に
思
い
を
は
せ

な
が
ら
散
策
し
た
ら
、
ぜ
ひ
こ
こ
で
一
休
み
を
。

天守の姿を思いながら一服

大西・アオイ記念館

茶道具と茶室の調和に触れる

【お問い合わせ】

中津万象園 丸亀市中津町 25-1 TEL0877-23-6326

http://www.bansyouen.com/

抹茶サービスは、盛夏以外の日曜日に実施。

現在、観潮楼の内部見学は行っていない。

【お問い合わせ】

玉藻公園管理事務所

高松市玉藻町2番1号　TEL087-851-1521  http://www.takamatsujyo.com/

抹茶のお接待は、秋と春の日曜日に実施。

　
公
益
財
団
法
人
大
西
・
ア
オ
イ
記
念
財
団
が
文

化
芸
術
の
普
及
・
発
展
の
た
め
の
活
動
拠
点
と
し

て
昨
年
開
館
し
た
茶
室
と
茶
道
具
を
見
学
で
き

る
施
設
。
茶
室
を
貸
し
出
し
、
楽
家
の
現
当
主
を

招
く
な
ど
、
茶
に
ち
な
ん
だ
イ
ベ
ン
ト
も
行
う
。

　
茶
碗
や
釜
、
掛
け
軸
な
ど
、
茶
室
の
し
つ
ら
え
を

そ
の
ま
ま
見
せ
る
展
示
茶
室
と
共
に
、
草
庵
の
茶

室
「
暁
庵
」
、
大
寄
茶
室
「
圓
露
庵
」
も
見
学
で
き

る
。
暁
庵
は
京
都
の
著
名
な
宮
大
工
と
左
官
に
よ

り
造
ら
れ
、
伝
統
建
築
技
法
の
集
大
成
と
も
い
わ

れ
る
茶
室
の
奥
深
さ
を
、
間
近
に
感
じ
ら
れ
る
。

　
こ
こ
で
は
い
つ
で
も
、
庭
園
に
囲
ま
れ
た
茶
室
を

眺
め
つ
つ
、
お
点
前
修
業
中
の
職
員
に
よ
る
心
の

こ
も
っ
た
抹
茶
が
い
た
だ
け
る
。

【お問い合わせ】

大西・アオイ記念館

高松市上林町148 番地 TEL087-880-7888

http://www.onishi-aoi .or. jp/

草庵茶室内部の見学は、受け付けで依頼。

茶会開催時などは見学不可。

　
江
戸
時
代
の
丸
亀
を
治
め
て
い
た
京
極
家
の
庭
が

中
津
万
象
園
だ
。
海
際
に
あ
り
、
藩
主
や
家
族
、
親
し

い
家
臣
が
集
い
気
楽
に
海
を
楽
し
む
場
で
、「
中
洲
の

御
茶
所
」
と
呼
ば
れ
愛
さ
れ
た
。

　
明
治
以
降
は
所
有
者
が
変
遷
し
荒
廃
し
た
時
期
も

あ
っ
た
が
、
今
は
よ
み
が
え
り
、
ぶ
ら
り
と
散
策
す
る
の

に
適
し
た
ほ
ど
よ
い
大
き
さ
や
、
潮
の
香
り
を
感
じ
る
の

は
、
昔
同
様
。
現
在
は
丸
亀
特
産
の
う
ち
わ
の
展
示
室

や
美
術
館
も
併
設
さ
れ
、
文
化
芸
術
に
も
親
し
め
る
。

　
こ
の
庭
園
に
は
、
江
戸
期
か
ら
残
る
二
つ
の
茶
室
が

あ
る
。
そ
の
一
つ「
母
屋
」
で
は
、
来
園
者
が
自
分
で
お
茶

を
点
て
ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
る
。
作
法
が
分

か
ら
な
く
て
も
心
配
は
無
用
。
直
径
が
15
㍍
も
あ
る

大
傘
松
を
前
に
、
自
ら
点
て
た
茶
で
一
服
す
れ
ば
、
そ
の

味
わ
い
は
格
別
に
な
る
。

　
も
う
一
つ
の
「
観
潮
楼
」
は
、
階
段
を
上
っ
て
入
室
す

る
高
床
式
の
草
庵
。
瀬
戸
内
の
海
景
色
を
遠
く
塩
飽

の
島
々
ま
で
眺
め
よ
う
と
、
床
を
上
げ
る
珍
し
い
造
り

に
な
っ
た
。
近
年
の
調
査
で
は
、
煎
茶
室
で
あ
る
可
能

性
、
ま
た
煎
茶
室
で
あ
れ
ば
日
本
最
古
と
な
る
可
能

性
が
高
い
こ
と
も
判
明
し
た
。
煎
茶
は
江
戸
後
期
に

流
行
し
、
自
由
に
茶
を
楽
し
み
、
森
羅
万
象
に
つ
い
て

意
見
を
交
わ
す
の
が
作
法
と
さ
れ
た
。
京
極
家
は
公
家

出
身
で
文
人
趣
味
だ
っ

た
と
い
わ
れ
、い
ち
早
く

煎
茶
を
志
向
し
て
い
て

も
不
思
議
で
は
な
い
。

　
個
性
あ
る
二
つ
の
茶

室
は
、
丸
亀
の
豊
か
な

お
茶
文
化
を
象
徴
し
て

い
る
。

母屋

1894年（明治27年）に描か
れた絵図。護岸された現在
よりさらに海が近かった。

天守台からの眺め。

披雲閣披雲閣より 月見櫓・水手御門と渡櫓

天守台

展示茶室圓露庵からの庭園風景。

大手門の枡形虎口

観潮楼

大傘松

暁庵の中も見学できる。
し

わ

く

観潮楼での煎茶のしつらえ。

大名庭園で一服。



　
そ
の
名
も
ユ
ニ
ー
ク
な
「
さ
ぬ
き
高
松
光
頭
会
」
。

名
前
の
通
り
、
満
月
の
よ
う
な
頭
の
男
性
メ
ン
バ
ー

26

人
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
光
っ
て
い
る
の
は
頭
だ

け
で
は
な
い
。
そ
の
活
動
は
、
県
内
外
の
人
々
の
感

動
を
呼
び
、
輝
か
し
い
行
為
で
あ
る
と
評
判
だ
。

　
「
さ
ぬ
き
高
松
光
頭
会
」
は
2
0
0
8
年
秋
、
家

に
こ
も
っ
て
ば
か
り
で
は
な
く
地
域
に
役
立
つ
存
在

に
な
ろ
う
と
、
6
人
が
集
ま
り
知
恵
を
出
し
合
っ
た

こ
と
に
始
ま
る
。
そ
し
て
、
翌
年
春
か
ら
無
料
の
靴

磨
き
を
栗
林
公
園
で
始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
高
松
市
に
あ
る
特
別
名
勝
・
栗
林
公
園
は
、
代
々

の
藩
主
が
1
0
0
年
以
上
の
歳
月
を
か
け
て
造
り

上
げ
た
と
い
う
大
名
庭
園
で
、
そ
の
平
庭
部
の
広
さ

は
東
京
ド
ー
ム
約
3.5

個
分
に
当
た
る
。
北
庭
、
南
庭

と
巡
り
歩
け
ば
、
最
後
に
門
を
出
る
頃
に
は
黒
靴

も
白
く
見
え
て
く
る
。
こ
の
履
物
の
ほ
こ
り
を
落
と

し
て
さ
し
上
げ
れ
ば
、
人
々
の
笑
顔
を
誘
う
だ
ろ
う

と
考
え
た
の
だ
。
そ
の
通
り
で
、
靴
を
磨
く
こ
と
に

よ
り
、
旅
人
と
の
間
に
和
や
か
な
時
間
が
生
ま
れ

る
。
ひ
と
と
き
冗
談
が
飛
び
交
い
、
笑
顔
の
記
念
写

真
も
残
る
。
片
言
の
英
語
で
も
日
本
語
で
も
、
共
通

の
笑
顔
で
通
い
合
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
。

　
池
田
会
長
は
、
独
自
で
東
日
本
大
震
災
の
復
興

の
た
め
、
心
に
傷
を
負
っ
た
人
々
の
癒
や
し
に
な
り
、

ま
た
次
世
代
の
教
訓
と
な
る
よ
う
、
地
道
な
活
動

を
続
け
て
い
る
。
そ
う
し
た
経
験
か
ら
も
、
笑
顔
の

大
切
さ
を
実
感
し
て
い
る
と
い
う
。
に
こ
っ
と
笑
っ

て
公
園
を
後
に
し
て
く
れ
た
ら
と
、
そ
の
一
念
で
の

靴
磨
き
が
、
光
頭
会
な
ら
で
は
の
最
高
の
お
も
て
な

し
で
あ
る
。
靴
ば
か
り
か
、
心
さ
え
も
輝
か
せ
て
く

れ
る
「
さ
ぬ
き
高
松
光
頭
会
」
で
あ
っ
た
。
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天候などにもよるが基本は毎週土曜・

日曜・祝日の14時から16時に栗林公園

東出口専用門付近で靴磨きの無料サー

ビスを行っている。

【アクセス】栗林公園前バス停から徒歩

約1分／JR高松駅から車で約7分／高松

空港から車で約30分／高松中央ICから

車で約15分、高松西ICから車で約20分

う
ど
ん
県
の

ユ
ニ
ー
ク
な

お
も
て
な
し

 隅々にまで
 ユーモアがキラッと光る
 讃岐のおもてなし

栗林公園で
靴磨き

こ
う
と
う
か
い

か

ん

え

い

つ

う

ほ

う

江
戸
時
代
か
ら
お
遍
路
さ
ん
や
こ
ん
ぴ
ら
詣
で
の
旅
人
を
迎
え
て
き
た
香
川
県
に
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
「
お
接
待
」
が
あ
り
、
中
に
は
珍
し
い
「
お
も
て
な
し
」
も
あ
る
。

旅
の
思
い
出
に
、
香
川
な
ら
で
は
の
ふ
れ
あ
い
体
験
は
い
か
が
だ
ろ
う
か
。

「さぬき高松光頭会」の靴磨き

天候などにもよるが、基本は毎月8のつく日の朝8時30

分に津田の松原に集合し、清掃を行っている。

【アクセス】JR讃岐津田駅から徒歩約8分／津田東IC、

津田寒川IC、それぞれから車で約7分。

「八八松甦会」の津田の松原清掃

天候などにもよるが、2017年は10月29日（日）、8

時30分受け付けで9時開始予定。当日の飛び入り

参加も歓迎で、どなたでも参加できる。問い合わ

せ先：観音寺市商工観光課 TEL0875-23-3933

【アクセス】JR観音寺駅から車で約5分／さぬ

き豊中ICから車で約15分、大野原ICから車で

約12分

銭形砂絵「寛永通宝」の

秋の砂ざらえ

　
さ
ぬ
き
市
に
あ
る
「
津
田
の
松
原
」
は
、
瀬
戸
内

海
国
立
公
園
に
位
置
し
、
お
よ
そ
3
千
本
の
松
が

立
ち
並
ぶ
。
長
さ
は
1
㌔
、
広
さ
は
約
10

㌶
。
樹

齢
六
百
年
を
超
え
る
七
福
神
と
呼
ば
れ
る
幸
運
の

老
松
も
点
在
す
る
。
昔
は
、
イ
ナ
な
ど
が
泳
ぐ
小
川

が
流
れ
、
松
露
が
生
え
て
い
た
が
、
か
つ
て
は
貴
重

な
燃
料
で
あ
っ
た
こ
く
ば
（
落
ち
葉
）
を
集
め
る
人

も
い
な
く
な
り
、
い
つ
し
か
雑
草
が
伸
び
放
題
に

な
っ
て
い
た
。
こ
れ
で
は
国
立
公
園
の
名
に
恥
じ
る

と
、か
つ
て
松
原
の
間
を
縫
っ
て
駆
け
回
り
遊
ん
で
い

た
少
年
少
女
が
、
恩
返
し
の
つ
も
り
で
清
掃
活
動
を

始
め
た
と
い
う
。
そ
れ
が
、
1
9
8
8
年
の

秋
、
メ

ン
バ
ー
は
8
人
、「
八
八
松
甦
会
」
と
い
う
縁
起
の
い

い
名
前
の
会
と
な
っ
た
。
松
原
の
定
期
的
な
清
掃
活

動
は
も
と
よ
り
、
苗
か
ら
育
て
た
松
を
近
く
の
小

学
生
と
共
に
植
樹
し
た
り
、
海
開
き
前
の
一
斉
清

掃
に
参
加
し
た
り
と
、
松
原
を
守
っ
て
き
た
。

　
設
立
か
ら
29

年
、
現
在
の
会
員
は
9
人
、
毎
月

8
が
つ
く
日
の
朝
、
集
合
し
て
清
掃
を
行
う
。
し
か

し
、
メ
ン
バ
ー
の
高
齢
化
は
否
め
な
い
。
広
大
な
松

原
で
足
腰
を
さ
す
り
な
が
ら
の
作
業
で
あ
る
。
若
い

世
代
が
活
動
を
つ
な
ぎ
、い
つ
ま
で
も
美
し
い
松
原

で
、
旅
人
を
迎
え
た
い
と
願
う
ば
か
り
だ
と
い
う
。

　
松
原
に
は
、「
わ
た
し
を
5
分
間
使
っ
て
下
さ

い
」
と
い
う
看
板
の
下
に
熊
手
が
置
か
れ
て
い
る
。

こ
く
ば
か
き
の
思
い
出
が
よ
み
が
え
る
人
、
熊
手

の
使
い
方
を
教
わ
る
人
、
旅
の
良
い
思
い
出
に
な

る
こ
と
だ
ろ
う
。

は
ち
は
ち
し
ょ
う
そ
か
い

し
ょ
う
ろ

津田の松原で
こくばかき

寛永通宝の
砂ざらえ

　

観
音
寺
市
に
あ
る
琴
弾
公
園
で
は
、

有
明
浜
の
砂
に
描
か
れ
た
周
囲
3
4
5

㍍
の
巨
大
な
「
寛
永
通
宝
」
が
迎
え
て
く

れ
る
。
伝
説
で
は
1
6
3
3
年
（
寛
永
10

年
）
、
当
時
の
藩
主
を
も
て
な
す
た
め
に
、

地
元
の
人
々
が
一
夜
に
し
て
造
り
上
げ

た
と
い
う
。
こ
れ
を
見
る
と
お
金
に
不

自
由
し
な
い
と
い
う
言
い
伝
え
も
あ

り
、
金
運
の
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
訪

れ
る
人
も
少
な
く
な
い
。

　

普
段
は
山
頂
展
望
台
か
ら
見
下
ろ

す
だ
け
で
、
中
に
入
る
こ
と
は
禁
止
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
年
に
2
度
の
「
砂

ざ
ら
え
」の
日
だ
け
、
銭
形
の
中
に
入
る

こ
と
が
許
さ
れ
る
。
海
岸
の
砂
だ
け
で
造

ら
れ
た
寛
永
通
宝
は
、
日
が
た
て
ば
形

が
崩
れ
て
く
る
。
そ
れ
を
美
し
く
整
え

て
、
ま
た
観
光
客
を
お
迎
え
す
る
た
め
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
手
で
行
わ
れ
て
き
た
。

　

こ
の
地
元
行
事
に
、
最
近
で
は
県
外

か
ら
の
参
加
者
が
増
え
て
き
た
。
文
化

遺
産
を
守
る
活
動
に
賛
同
の
思
い
を
寄

せ
て
く
だ
さ
る
人
々
の
協
力
で
あ
る
。

ま
た
、
中
に
入
っ
て
「
砂
ざ
ら
え
」
を
行

え
ば
、
金
運
の
御
利
益
も
さ
ら
に
強
ま

る
に
違
い
な
い
と
い
う
話
も
あ
る
。
思
い

は
そ
れ
ぞ
れ
だ
が
、
見
知
ら
ぬ
者
同
士
、

共
に
砂
浜
で
汗
を
流
す
の
は
心
地
よ

い
。
お
も
て
な
し
の
た
め
に
続
け
て
き
た

寛
永
通
宝
の
「
砂
ざ
ら
え
」
だ
が
、
今
で

は
「
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
の
行
事
と
し
て

も
期
待
さ
れ
て
い
る
。
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知
事
　
「
A
I
※
1
（
人
工
知
能
）
」
が
、
人
の
暮
ら
し
を
劇

的
に
変
え
る
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
は
人
工
知
能
研

究
の
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
で
あ
る
東
京
大
学
大
学
院
工
学
系

研
究
科
特
任
准
教
授
の
松
尾
豊
先
生
に
お
話
を
伺
い
ま
す
。

松

尾

先

生
は

チ
ェ
ン
ジ
メ
ー

カ

ー
・
オ
ブ
・
ザ
・
イ

ヤ

ー

2
0
1
6
※
2

な
ど
を
受
賞
、
著
書
「
人
工
知
能
は
人
間
を

超
え
る
か
」
は
ビ
ジ
ネ
ス
本
大
賞
審
査
員
特
別
賞
を
受
賞

さ
れ
る
な
ど
、
多
方
面
で
活
躍
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。
お
生

ま
れ
は
香
川
県
坂
出
市
で
、
東
京
大
学
工
学
部
電
子
情
報

工
学
科
に
進
学
な
さ
い
ま
し
た
が
、「
人
工
知
能
」
に
は
早

く
か
ら
興
味
を
お
持
ち
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

松
尾
　
確
か
小
学
校
5
年
生
の
時
、
両
親
が
ポ
ケ
ッ
ト
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
く
れ
ま
し
た
。
説
明
書
に

プ
ロ
グ
ラ
ム
が
書
い
て
あ
り
、
そ
の
通
り
に
打
て
ば
面
白
い

よ
う
に
動
き
ま
し
た
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
い
う
の
は
自
分
の
望

ん
だ
世
界
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
中
に
創
る
こ
と
が
で
き
、

無
限
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
感
じ
た
ん
で
す
。
高
校
時

代
は
、
受
験
勉
強
が
嫌
で
哲
学
に
興
味
を
持
ち
ま
し
た
。「
自

己
と
は
一
体
何
だ
ろ
う
か
」
な
ど
と
、
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ

ど

分
か
ら
な
く
な
り
、
そ
の
答
え
を
求
め
て
さ
ま
ざ
ま
な

哲
学
書
を
読
み
ま
し
た
。
そ
し
て
、
大
学
時
代
、
哲
学
と
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
と
い
う
二
つ
の
世
界
を
結
合
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
が
人
工
知
能
で
は
な
い
か
と
ひ
ら
め
い
た
の
で
す
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
使
っ
て
、
自
分
と
は
何
か
と
い
う
命
題

に
答
え
を
出
せ
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。

知
事
　
そ
の
素
晴
ら
し
い
ひ
ら
め
き
が
き
っ
か
け
で
、
現
在

は
国
の
さ
ま
ざ
ま
な
審
議
会
委
員
な
ど
も
務
め
ら
れ
、
経

済
産
業
省
の
「
人
工
知
能
研
究
セ
ン
タ
ー
」
企
画
チ
ー
ム
長

も

務
め
て
お
ら
れ
ま
す
。
日
本
経
済
や
産
業
に
A
I
が
及

ぼ
す
影
響
は
、
多
大
な
も
の
に
な
る
と

予
測
さ
れ
て
い
ま

す
が
、一
般
に
は
理
解
し
難
い
A
I
の
世
界
で
す
。
膨
大
な

デ
ー
タ
や
画
像
の
処
理
能
力
が
格
段
に
上
が
り
、
デ
ィ
ー
プ

ラ
ー
ニ
ン
グ
（
深
層
学
習
）
を
掛
け
合
わ
せ
た
結
果
、
人
工

知
能
の
世
界
は
飛
躍
的
に
発
展
し
て
い
る
と
お
伺
い
し
ま

し
た
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
自
身
が
学
習
す
る
と
い
う
の
は
、

ど
う
い
う
方
法
で
行
う
の
で
し
ょ
う
か
。

松
尾
　
デ
ィ
ー
プ
ラ
ー
ニ
ン
グ
で
行
っ
て
い
る
こ
と
は
、一
言

で
言
え
ば
特
徴
量
を
抽
出
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え

ば
、
日
本
の
G
D
P
を
予
測
す
る
の
に
、
出
生
数
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
変
数
で
予
測
し
ま
す
が
、
デ
ー
タ
を
た
く
さ
ん
与

え
る
と
、
う
ま
く
モ
デ
ル
を
作
る
こ
と
が
で
き
、
的
確
な
予

測
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
変
数
は
人
間
が
与
え
て
い

る
わ
け
で
す
ね
。
通
常
そ
の
変
数
と
い
う
の
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
概
念
や
観
測
事
象
の
組
み
合
わ
せ
で
で
き
て
い
ま
す
。
例

え
ば
、
猫
を
判
断
す
る
の
に
、
膨
大
な
変
数
か
ら
猫
か
猫
じ
ゃ

な
い
か
と
い
う
関
数
を
近
似
す
る
と
い
う
の
は
、
大
変
に
難

し
い
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
神
経
細
胞
が
積
み
重
な
っ
て
思

考
を
し
て
い
る
人
間
の
脳
は
、
お
そ
ら
く
、
特
徴
を
抽
出
し

階
層
を
重
ね
る
と
い
う
方
法
で
、
瞬
時
に
そ
れ
を
判
断
し

て
い
ま
す
。
簡
単
な
関
数
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
非
常
に

複
雑
な
関
数
を
近
似
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
階
層
を
重
ね
る

こ
と
で
可
能
に
な
る
の
で
す
。

知
事
　
昔
、
統
計
の
分
野
で
最
小
自
乗
法
と
い
う
の
を
習
い

ま
し
た
が
、
要
は
そ
の
変
数
を
こ
れ
ま
で
人
間
が
与
え
て
い
た

も
の
を
、
近
似
的
に
い
ろ
い
ろ
な
変
数
を
段
階
的
に
探
し
て
い

く
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
り
、一
番
決
定
係
数
の
高
い
方

程
式
を
自
ら
作
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

松
尾
　
最
小
自
乗
法
を
ご
理
解
い
た
だ
い
て
い
る
と
話
が
早

い
で
す
ね
。
深
層
学
習
の
中
で
行
っ
て
い
る
こ
と
も
、
予
想
し

た
出
力
と
実
際
の
差
分
を
と
っ
て
自
乗
す
る
と
い
う
最
小
自

乗
和
を
と
っ
て
、
こ
れ
を
低
く
な
る
よ
う
に
、
少
し
ず
つ
修
正

し
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
や
り
ま
す
。
基
本
的
に
は

そ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
し
て
現
実
世
界
の
現
象
か
ら
、

上
手
に
学
習
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
デ
ィ
ー

プ
ラ
ー
ニ
ン
グ
で
す
。
こ
れ
ま
で
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
能

力
が
追
い
つ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
現
在
は
そ
の
問
題
が
解
決

し
、
複
雑
な
関
数
で
も
学
習
で
き
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま

し
た
。

知
事
　
香
川
県
も
含
め
、
地
方
は
人
口
減
少
や
活
力
の
低

下
が
問
題
視
さ
れ
て
い
ま
す
。
地
方
の
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
の

解
決
に
人
工
知
能
は
役
立
つ
の
で
し
ょ
う
か
。
今
、
地
方
が

活
用
で
き
る
人
工
知
能
と
は
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
も
の
で

し
ょ
う
か
。

松
尾
　
デ
ィ
ー
プ
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
よ
っ
て
画
像
認
識
は
、
人

間
を
超
え
る
ほ
ど
の
高
い
精
度
を
実
現
し
つ
つ
あ

り
ま
す
。
例
え
ば
、
医
療
画
像
の
診
断
な
ど
は
、

既
に
精
度
の
高
い
も
の
が
完
成
し
て
い
ま
す
。
災

害
な
ど
の
監
視
カ
メ
ラ
や
防
犯
カ
メ
ラ
の
画
像
を

認
識
す
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
急
速
に
進
歩
し

て
い
ま
す
。
デ
ィ
ー
プ
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
技
術
と
ロ
ボ
ッ

ト
技
術
を
う
ま
く
使
う
と
、
人
間
が
目
で
見
な
が

ら
作
業
を
し
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
農
業
、
建
設
、

食
品
加
工
と
い
っ
た

分
野
で
す
。
日
本
全
体
で

非
常
に
労
働
力
が
不
足
し
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の

自
動
化
に
よ
り
、
今
、
足
り
な
い
労
働
力
を
補
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。
い
ず
れ
は
各
国
も
不
足
し
て

き
ま
す
か
ら
、
こ
の
技
術
を
伸
ば
せ
ば
次
の
大
き

な
輸
出
産
業
に
成
長
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
ま

す
。
地
方
に
は
世
界
的
に
活
躍
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル

ニ
ッ
チ
な
企
業
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う

企
業
に
と
っ
て
は
、
非
常
に
大
き
な
チ
ャ
ン
ス
に

な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

知
事
　
香
川
県
と
し
て
も
、
県
内
企
業
の
生
産

効
率
向
上
は
も
と
よ
り
、
安
全
面
で
の
取
り
組
み

な
ど
、「
人
工
知
能
」
の
活
用
を
大
い
に
検
討
し

て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
松
尾
先
生

に
は
、
今
年
10
月
の
「
か
が
わ
国
際
会
議
場
」
で
の

「
人
工
知
能
」
の
講
演
会
を
は
じ
め
、
今
後
も
お

知
恵
を
お
借
り
し
た
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。
大

変
に
お
忙
し
い
お
体
と
は
存
じ
ま
す
が
、
時
々
は

香
川
県
に
も
帰
っ
て
き
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
願
っ

て
お
り
ま
す
。
本
日
は
、
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

1975年、香川県坂出市生まれ。丸亀高校を卒業後、東京

大学工学部に入学。同大学院博士課程修了。産業技術総

合研究所研究員、スタンフォード大学客員研究員を経て、

2007年10月より東京大学大学院工学系研究科の准教授

に就任。専門分野は、人工知能、ウェブ工学、ソーシャルメ

ディア分析であり、人工知能学会では2年間、編集委員長

を務め、現在は倫理委員長を務める。10月6日（金）に香川

県でAI（人工知能）に関する講演会を開催する予定。

松 尾 豊 Y U T A K A  M A T S U O浜 田 恵 造K E I Z O  H A M A D A 知 事 対 談

松
尾 

豊

東
京
大
学

大
学
院
工
学
系
研
究
科

特
任
准
教
授

浜
田 

恵
造

香
川
県
知
事

人工知能が導く地方の未来

※1  Artificial （人工的）Intell igence（知性）の略

※2  チェンジメーカー・オブ・ザ・イヤーとは、日本を、世界を、動かすような新たな変化を起こした10人のチェンジメーカーに、毎年日経BP社から贈られる賞。



香川から世界へ
From Kagawa to the World

［製麺機］

世界に誇る逸品

Ⅹ

12                                    11

世界ブームの兆し
その陰に製麺機あり！

う
ど
ん
ブ
ー
ム
を
支
え
て
50
余
年

世
界
で
本
物
の
ブ
ー
ム
を
起
こ
す

　
三
豊
市
高
瀬
町
に
本
社
を
置
く
さ
ぬ
き
麺
機

は
、1
9
1
0
年
の
創
業
。1
9
6
5
年
に
う
ど

ん
の「
足
踏
み
代
用
機
」
を
開
発
し
た
の
が
、
製
麺

機
の
世
界
に
入
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
現
在
、

香
川
県
立
高
等
技
術
学
校
か
ら
「
さ
ぬ
き
う
ど

ん
科
」
の
職
業
訓
練
を
委
託
さ
れ
、
3
カ
月
コ
ー

ス
の
年
2
回
、
訓
練
生
に
知
識
と
技
術
を
伝
授

し
て
い
る
。

　
「
ブ
ー
ム
と
い
う
の
は
、
た
い
て
い
一
過
性
の

も
の
で
す
が
、
讃
岐
う
ど
ん
に
は
す
で
に
4
回

も
の
ブ
ー
ム
が
訪
れ
て
い
ま
す
」
と
語
る
の
は
、

さ
ぬ
き
麺
機
の
岡
原
雄
二
社
長
。
最
初
の
ブ
ー
ム

　
瀬
戸
大
橋
を
望
む
宇
多
津
町
に
本
社
が
あ

る
の
は
大
和
製
作

所
。
1
9
7
5
年
に
創
業

し
、
現
在
は
国
内
8
カ
所
の
み
な
ら
ず
、
韓
国
、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
パ
リ
に
も
拠

点
を
展
開
。
2
0
1
5
年
に
は
、
創
業
者
で
あ

る
藤
井
薫
社
長
の
長
年
の
夢
で
あ
っ
た
と
い
う

「
一
般
社
団
法
人
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
麺
ソ
ム

リ
エ
協
会
」
を
設
立
。
う
ど
ん
の
み
な
ら
ず
広

く
日
本
の
麺
文
化
の
普
及
に
も
努
め
て
い
る
。

　
「
讃
岐
う
ど
ん
に
感
動
し
、
店
を
開
き
た
い

と
い
う
人
が
世
界
各
国
か
ら
や
っ
て
き
ま
す
」

と
語
っ
て
く
れ
た
の
は
、
三
井
暁
海
外
事
業
部

長
。
と
こ
ろ
が
、
う
ど
ん
店
ど
こ
ろ
か
飲
食
店

経
営
の
経
験
も
な
い
人
が
少
な
く
な
い
。
も
ち

ろ
ん
、
国
内
に
も
そ
う
し
た
人
は
大
勢
存
在
す

る
。
そ
の
た
め
、
讃
岐
う
ど
ん
そ
の
も
の
の
レ

ク
チ
ャ
ー
に
と
ど
ま
ら
ず
、
失
敗
し
な
い
経
営

の
手
法
も
伝
授
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

2
0
0
2
年
に
「
大
和
麺
学
校
」
を
開
校
。
実
際

の
店
舗
運
営
で
よ
り
役
立
つ
技
や
知
恵
を
伝

授
で
き
る
よ
う
に
し
、
年
中
無
休
の
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
に
も
取
り
組
ん
だ
。
そ
の
結
果
、
小
型
製
麺

機
に
お
い
て
は
、
国
内
ト
ッ
プ
シ
ェ
ア
を
誇
り
、

現
在
は
世
界
ト
ッ
プ
を
目
指
す
。

　
海
外
展
開
の
大
き
な
ネ
ッ
ク
は
、
原
料
の
小

麦
粉
に
あ
る
と
い
う
。
ど
ん
な
小
麦
で
も
讃
岐

う
ど
ん
が
作
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
麺
作
り
に

適
切
な
小
麦
粉
を
見
つ
け
る
こ
と
も
成
功
の

秘
訣
で
あ
る
。
ま
た
、
讃
岐
う
ど
ん
の
特
徴
と

は
い
え
、
い
り
こ
だ
し
は
海
外
で
受
け
入
れ
ら

れ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
の
土
地
に
合
わ
せ
た

ア
レ
ン
ジ
も
必
要
だ
が
、
本
来
の
讃
岐
う
ど
ん

の
お
い
し
さ
が
伝
わ
ら
な
け
れ
ば
、一
過
性
の

ブ
ー
ム
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
「
U
D
O
N
ブ
ー
ム
の
波
は
確
か
に
来
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、
今
U
D
O
N
と
い
え
ば
讃
岐
う
ど

ん
の
知
名
度
が
圧
倒
的
に
高
い
。
そ
れ
だ
け
に
、

今
こ
そ
本
物
の
讃
岐
う
ど
ん
を
世
界
に
伝
え
た

い
」
と
、
三
井
部
長
は
熱
く
語
っ
た
。

　
一
昔
前
は
、
讃
岐
う
ど
ん
と
い
え
ば
手
打
ち
、

機
械
な
ど
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
時
代
が
あ
っ

た
。
し
か
し
、
そ
の
技
術
は
驚
く
ほ
ど
進
化
し
、

手
打
ち
麺
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
食
感
を
実

現
し
て
い
る
。
今
や
、
世
界
が
讃
岐
う
ど
ん
を

認
め
る
時
代
。
手
打
ち
、
機
械
を
問
わ
ず
、
お

互
い
が

切

磋

琢
磨
し
、
聖
地
に
ふ
さ
わ
し
い

「
S
A
N
U
K
I
U
D
O
N
」
を
発
信
し
続
け
る

う
ど
ん
県
で
あ
り
た
い
。

和食ブームを追い風に、ニューヨークを中心に注目されている「ジャパンヌードル」。

すでにラーメンは激烈な競争を繰り広げ、次は「UDON」ブームの到来とささやかれている。

中でも知名度が高いのは「讃岐うどん」。明日のグローバルスタンダードを目指し、

「讃岐うどん」の世界進出も加速度を増しているようだ。

そうした中で、海外展開を陰で支えるものがある。それは製麺の機械。

そこで、「讃岐うどん」の聖地に生まれ育った二つの企業を訪ね、世界への歩みを伺った。

アメリカ（シカゴ）NRAショー2017展示会にて

うどん・ラーメンの試食、製麺実演で大きな反響があった。

世界の人々にうどん店の

極意を伝授する藤井社長

は
、
1
9
7
0
年
に
開
催
さ
れ
た
大
阪
万
博
が

き
っ
か
け
だ
っ
た
。お
そ
ら
く
参
加
77
カ
国
の
人
々

の
中
に
は
、
初
め
て
う
ど
ん
を
食
べ
た
と
い
う
人

が
い
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
頃
は
、
讃
岐
う
ど
ん
を

機
械
で
作
る
こ
と
に
大
き
な
抵
抗
が
あ
っ
た
。
し

か
し
、
そ
の
後
の
脱
サ
ラ
・
転
業
ブ
ー
ム
で
う
ど
ん

店
の
開
業
が
増
え
、
こ
れ
に
よ
り
製
麺
機
に
目
が

向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
さ
ぬ
き
麺
機

は
、
1
9
7
6
年
に
「
さ
ぬ
き
う
ど
ん
技
術
研
修

セ
ン
タ
ー
」
を
開
設
。
素
人
で
も
開
店
で
き
る
ノ

ウ
ハ
ウ
が
培
わ
れ
て
い
く
。
こ
れ
が
、
後
の
海
外

進
出
の
大
き
な
手
助
け
と
な
っ
た
。
90
年
代
に

は
冷
凍
の
讃
岐
う
ど
ん
が
全
国
的
に
ヒ
ッ
ト
。コ

シ
の
あ
る
讃
岐
う
ど
ん
の
フ
ァ
ン
が
急
増
し
、
世

界
に
も
進
出
す
る
。
そ
し
て
、
2
0
0
2
年
頃
か

ら
の
ブ
ー
ム
が
今
な
お
続
き
、
海
外
に
も
フ
ァ
ン

が
増
え
つ
つ
あ
る
と
い
う
。

　
現
在
、
さ
ぬ
き
麺
機
で
は
海
外
で
の
出
店
事
業

の
支
援
に
も
力
を
入
れ
、
毎
年
、
ア
メ
リ
カ
や

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
展
示
会
に
参
加
、
今
年
は
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
で
も
展
示
を
行
っ
た
。
や
は
り
、
今
は

ラ
ー
メ
ン
に
興
味
の
あ
る
人
が
大
半
だ
が
、
実
際

に
う
ど
ん
を
試
食
す
る
と
、「
ぜ
ひ
、
う
ど
ん
も
扱

い
た
い
」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
く
る
と
い
う
。
さ

ら
に
、
世
界
の
ニ
ー
ズ
は
多
様
だ
。
国
を
超
え
て

関
心
が
高
い
グ
ル
テ
ン
フ
リ
ー
や
低
糖
質
、
カ
ロ

リ
ー
オ
フ
や
無
塩
う
ど
ん
と
、
健
康
に
配
慮
し
た

新
た
な
麺
作
り
に
も
挑
戦
し
て
い
る
。

“SANUKIUDON”

せ
っ

さ

た

く

ま

や

ま

と

ひ
け
つ
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庭園を眺めながら、お茶で一休み。ゆったりと過ごすことは、

ぜいたくな時間の使い方だと思います。香川のおもてなし

とセットで体感してみてはいかがですか。

〔 東 京で味わえる香 川の恵み〕
香川の食材に東京で出合った。

まずは東京で。次はぜひ本場香川へ 

　世界的建築家 丹下健三

氏の代表作である県庁舎東

館の文化的価値などを知っ

ていただくため、県職員によ

るガイドツアーを実施してい

ましたが、東館の耐震改修

工事に伴い、8月以降は休止

しています。再開は、工事完了後（2020年1月頃）になる予定です。

【丸ノ内ホテル  ポム・ダダン】
東京都千代田区丸の内1-6-3 TEL03-3217-1117

「瀬戸内産ナガレコのムニエル
トリュフ風味」

香川県食材をふんだんに使用した

【問い合わせ】香川県財産経営課 TEL087- 832-3075

　2013年に誕生した香川のオリジナルブラン

ド米「おいでまい」は、日本穀物検定協会が実

施する2016年産米の食味ランキングにおいて、

最高評価の特Ａを受賞しました。2013年・

2014年産に続き2016年産が3度目の受賞とな

りました。旬彩館では、11月から新米が登場予定。白くて美し

い粒ぞろいの「おいでまい」は、かむほどに味わい深く、お米本

来のしっかりした食感が楽しめます。

　「自分の子どもを育てるように野菜を作ってくれている生産者

さんの気持ちが伝わってくるので、その食材を大事に料理し、お

客さまにお出しするのが私の仕事」と語るのは、丸ノ内ホテルのフ

レンチレストラン ポム・ダダン総料理長の山口仁八郎さん。

　ＪＲ東京駅(丸の内北口)から徒歩１分の丸ノ内ホテルでは、

2005年から香川県食材を使用した料

理を提供しています。「多い時で1カ月

に2回、香川の生産者を訪れては食材

を自分の舌で確かめ、新しい食材を探

しています。この前も、新しい食材を見

つけてきました」と山口総料理長。新し

いメニューが今から楽しみです。

　今回ご紹介する「ナガレコ」はアワビと同じ仲間で、少し小さめの

貝です。ナガレコとトリュフを長時間かけて一緒に蒸しているので、

身が柔らかく、トリュフの風味が染み込んでいます。蒸した時に出た

スープもソースに入れており、食材のうま味を余すところなく味わ

えます。他にも芽セロリのピューレやラディッシュのコンポートなど、

この一皿だけでも県産食材が、たくさん使用されています。

　一流シェフが提供する県産食材を使ったメニューを、ぜひ味

わってください。

東京都港区新橋2-19 -10新橋マリンビル1，2階

　　　　　　 http://www.setouchi-shunsaikan.com/

観光交流コーナー  TEL03 -3574-2028

旬彩館

　香川県に、全国の「ご当地うどん」、「年明けうどん」が大集合！各地自

慢のうどんの食べ比べをお楽しみいただけます。その他、うどん打ち体験

など、うどんに関するイベントも盛りだくさんです。ぜひご来場ください。

　また、現在、大会に先立ち「う

どん日めくりカレンダーコンテス

ト」の作品を募集中。前向きで元

気になるような、うどんにまつわる

「言葉・名言」をご応募ください

（9月30日締め切り）。応募方法は、

ホームページをご覧ください。

2F
　郷土・せとうち料理「かおりひめ」

では、人気のオリーブ牛を使った

「キノコたっぷり オリーブ牛のカレー

つけうどん」が2カ月間（9月～10月末）の期

間限定で登場。

　また、11月からは、毎年、好評をいただ

いている「しっぽくうどん」が登場します。

旬の根菜類がいっぱい入った季節限定の

ヘルシーうどんです。

東京・新橋アンテナショップ

特産品、郷土料理、観光交流コーナーで香川の旬をぜひどうぞ

　この秋、首都圏

などにおいて、香川

が誇るオリーブハ

マチ・オリーブぶり

をはじめとする県

産水産物のＰＲイ

ベントを実施します。

【おさかなシャトルイベント】

おさかなシャトルの展示や試食販売などを実施します。

9月29日（金）東信水産 荻窪総本店

【オリーブハマチセミナー】

11月4日（土）女子栄養大学駒込キャンパス学園祭にて

　このほか、購入者を対象としたプレゼントキャンペーン

を実施します。ぜひ、さっぱりとした味わいが人気のオリー

ブハマチをお召し上がりください。

【問い合わせ】香川県県産品振興課 TEL087-832-3387

今年はカフェで魅力発信

テーマは「Café de UDON-KEN」

誕生10周年

首都圏でオリーブハマチフェア
うどん県にご当地うどんが大集合

全国年明けうどん大会2017 inさぬき

　７年目を迎える「うどん県。それだけじゃない香川県」プロジェクトの

今年のテーマは「Café de UDON-KEN」。うどん県は、訪れるお客さま

をおもてなしする「居心地のよい“カフェ”のような存在。また来たくなる

場所」になります。

　プロモーション映像は、うどん県副知事の要潤さんが、Café de UDON-

KEN店主として登場し、旅行客役の木内晶子さんにおすすめの体験を

紹介する「うどん県」編と、カフェの常連客役の宮本亜門さんとアート談

義に花を咲かせる「アート県」編の２種類。

　美しい瀬戸内海、ゆったりとした空気感を感じられる心地よい映像と

なっていますので、ぜひご覧ください。

【問い合わせ】丸ノ内ホテル TEL03-3217-1117（ポム・ダダン直通）

                 香川県県産品振興課 TEL087-832-3373

東京・丸ノ内ホテルで
香川を堪能！ Thanks Autumn Fair 2017開催

　丸ノ内ホテルで香川を満喫できるイベント「Thanks Autumn 

Fair2017」が、10月1日～31日までの１カ月間、行われます。今回

のフェアでは、フレンチレストラン「ポム・ダダン」で食器に香

川漆器を使い、県産食材をふんだんに使った料理をさらに引き

立てます。味わうだけでなく見て、触って、香川を堪能してくだ

さい。そのほか、伝統工芸品の展示やオリーブなどの県産品

の販売も行う予定です。ぜ

ひ、お越しください。

　また 、イベント情 報は 、

Facebookの「うどん県東京」

で詳しく掲載しますので、ご

覧ください。

山口総料理長

　公益財団法人日本いけばな芸術協会の創立50周年

の記念すべき年に、県・高松市と共催で四国展を開催し

ます。“半世紀の夢を咲かせて”をテーマに、全国のいけ

ばな協会会員や一般の愛好家、合計368人の作品を展

示します。また、期間中の10月7日（土）～9日（月・祝）に

は「いけばな体験教室」、9日（月・祝）には、いけばな作家

がお話を交えながらデモンストレーションを行います。他

にも、スタンプラリーやポスター原画展など、さまざまな

イベントを開催します。

　日本の伝統文化“いけばな”を鑑賞しませんか。

日本いけばな芸術協会  創立50周年記念

「日本いけばな芸術四国展」を
高松で開催

【会期】前期展 10月5日（木）～ 7日（土） 10:00～16:30（17:00閉場）

　　　後期展 10月8日（日）～10日（火） 10:00～16:30（17:00閉場）

【会場】サンポート高松、史跡高松城跡玉藻公園披雲閣、特別名勝栗林公園

【問い合わせ】

公益財団法人 日本いけばな芸術協会 TEL06 -6231-5072

香川県文化振興課 TEL087-832-3785

ここも
要チェック！

さぬきのお米「おいでまい」
の新米が登場します

注目はこれ！

http://www.pref.kagawa.lg.jp/zaisankeiei/higashikan/

香川県　東館耐震改修

【問い合わせ】

香川県県産品振興課

TEL087-832-3375

http://www.toshiakeudon.com

全国年明けうどん大会

【問い合わせ】 香川県観光振興課  TEL087-832-3379

https://www.my-kagawa.jp/udon-ken/うどん県

【日程】12月2日（土）・3日（日）

【場所】サンメッセ香川 （香川県高松市）

※ＪＲ高松駅から無料シャトルバス運行

カフェ・ド・うどん県


