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❽

備
前
焼
き
菓
子
皿

遠
来
の
和
尚
さ
ま
や
役

員
・
特
別
寄
付
者
の
晋
山
記

念
と
し
て
二
年
が
か
り
で
作

成
さ
れ
た
「
備
前
焼
き
菓
子

皿
」
で
す
。

備
前
焼
き
は
釉
薬
を
使
わ

な
い
「
焼
き
し
め
」
と
言
う

め
ず
ら
し
い
焼
き
物
で
、
数

種
類
の
形
と
紋
様
は
、
一
つ

と
し
て
同
じ
作
品
は
あ
り
ま

せ
ん
。

正
定
寺
の
檀
家
さ
ん
に
作

家
さ
ん
が
い
ま
す
の
で
、
ず

い
ぶ
ん
無
理
を
言
っ
て
お
願

い
し
ま
し
た
。

作
者
の
佐
藤
和
久
氏
は
備

前
焼
細
工
物
作
家
で
、
昭
和

四
十
六
年
生
れ
の
大
分
市
出

身
で
す
。

福
岡
大
学
応
用

数
学
科
を
卒
業
し

て
備
前
焼
の
出
井

尚
文
氏
に
師
事
。

平
成
二
十
一
年
に

備
前
市
牛
窓
で
築

窯
し
て
独
立
し
ま

し
た
。

桐
箱
の
文
字
は「
喫�

�

茶�

去�

」

と
読
み
、
国
泰
寺
派
管
長
さ

ん
の
「
澤
大
道
老
師
」
の

筆
で
す
。

「
ど
う
ぞ
お
茶
で
も
召
し

上
が
れ
」
と
言
う
言
葉
で
そ

こ
に
は
「
何
の
わ
だ
か
ま
り

も
無
く
」
無
心
で
お
茶
を
呑

み
な
さ
い
と
言
う
意
味
が
あ

り
ま
す
。

「
あ
れ
こ
れ
詮
索
し
た
り
、

い
ら
ぬ
事
を
考
え
た
り
せ
ず

に
さ
あ
一
服
い
か
が
で
す

か
」
と
お
菓
子
を
盛
っ
て

「
一
期
一
会
」
を
楽
し
み
な

が
ら
器
を
眺
め
て
下
さ
い
。

尚
、
今
回
の
菓
子
皿
は
作

者
の
「
箱
書
き
」
を
お
願
い

し
な
か
っ
た
の
で
全
て
お
渡

し
た
方
の
氏
名
や
所
在
は
作

家
さ
ん
に
お
知
ら
せ
致
し
ま

す
。こ

の
作
家
さ
ん
が
ど
の
時

代
に
い
く
つ
作
っ
た
か
が
後

に
分
か
る
よ
う
に
す
る
た
め

で
す
。

風
呂
敷

古
来
よ
り
寺
院
の
お
祝
い

事
に
は
「
菓�

子�

・
扇
子

�
�
�

・
風�

呂�

敷�
�

」
の
引
き
物
が
必
ず
つ

い
て
い
ま
す
。

南�
�

陽�
�

和�
�

尚�
�

晋�
�

山�
�

式�
�

に
は
、

新�
�

命�
�

和�
�

尚�
�

が
修
行
し
た
佐
伯

養
賢
寺
の
片
岡
省
念
老
師

（
龍
潜
洞

�
�
�
�
�
�
�

）
に
風
呂
敷
の
揮�

毫�
�

を
お
願
い
致
し
ま
し
た
。

晋
山
式
の
風
呂
敷
に
は
必

ず
目
出
度
い
言
葉
が
書
か
れ

て
い
ま
す
。

今
回
の
文
字
は
「
壽�

�

山�
�

萬�
�

丈�
�
�

高�
�
�

」
と
読
み
、
左
に
は

「
寶
林
山
　
正
定
寺
」
と
あ

り
ま
す
。

こ
の
言
葉
は
「
壽�

�

山�
�

萬�
�

丈
�
�
�

高�
�
�

、
福�

�

海�
�

千�
�

尋�
�

深�
�
�

」
と
言
う

句
の
一
文
で
す
。

閑�
�

栖�
�

和
尚
の
名
が
壽�

�

山�
�

と

言
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
お
め

で
た
い
時
の
言
葉
を
書
い
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

※
「
壽
山
＝
め
で
た
い
年
の

事
や
慶
び
」

※
「
萬
丈
高
＝
非
常
に
高
い

事
」

※
「
福
海
＝
福
徳
が
海
の
よ

う
に
広
い
事
」

※
「
千
尋
深
＝
非
常
に
深
い

事
」

晋
山
式
の
記
念
品

三
十
年
前
の
晋
山
式
記
念

品
は
仏
壇
に
供
物
を
そ
な
え

る
「
丸
供
物
台
」
で
し
た
。

裏
に
は
「
昭
和
五
十
七
年
晋

山
式
」と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
縁�

�

高�
�

と
い
い
ま

す
。縁

高
は
菓
子
椀
に
代
わ
る

正
式
な
菓
子
器
で
す
。

折
敷
の
縁
を
高
く
し
た
形

の
も
の
で
そ
の
名
前
が
つ
い

て
い
ま
す
。
正
式
名
は
縁�

�

高�
�

重�
�
�

と
い
い
ま
す
。

昔
は
料
理
の
一
部
と
し

て
、
果
実
を
菓
子
と
し
て
縁

高
に
盛
っ
た
り
、
現
代
の
会

席
料
理
の
「
口
取
り
」
に
あ

た
る
よ
う
な
も
の
で
す
。

写
真
の
よ
う
に
菓
子
器
に

用
い
た
り
、
仏
さ
ま
の
供
物

入
れ
で
も
色
々
工
夫
し
て
お

使
い
下
さ
い
。

※
「
口
取
り
」
酒
や
茶
な
ど

に
添
え
て
出
さ
れ
る
食

物
。

▲澤大道老師の
喫茶去の箱書き

▼菓子を
もった様子

揮毫していただいた掛け軸

縁高




