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百
味
講
講
員
の
皆
さ
ま
方
に
は
日
頃
増
上
寺
に
対
し
、

ご
理
解
・
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
事
厚
く
御
礼

申
し
上
げ
ま
す
。

　

二
〇
一
八
年
七
月
二
十
三
日
お
盆
も
終
わ
り
（
静
岡
の

大
部
分
が
七
月
盆
で
す
の
で
）
ホ
ッ
と
し
て
い
る
中
、
友

田
上
人
（
増
上
寺
執
事
長
）
よ
り
電
話
を
頂
き
、
話
が
あ

る
の
で
私
の
寺
に
お
出
で
に
な
る
と
の
事
、
あ
ま
り
聞
き

た
く
な
い
話
で
は
な
い
だ
ろ
う
な
？
と
の
思
い
を
持
ち
な

が
ら
お
会
い
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　

友
田
上
人
か
ら
の
話
は
「
君
は
教
区
の
役
職
を
こ
の
三

月
で
全
て
終
わ
り
暇
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
出
来
れ
ば
こ

の
九
月
か
ら
増
上
寺
に
来
て
浄
土
宗
開
宗
八
百
五
十
年
奉

賛
局
の
仕
事
を
手
伝
っ
て
ほ
し
い
」
と
の
事
、
実
は
こ
の

話
を
聞
い
た
時
「
大
変
な
事
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
な
」
と

い
う
思
い
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
時
は

即
答
を
す
る
事
が
出
来
ず
に
後
日
返
事
を
さ
せ
て
頂
く
事

に
致
し
ま
し
た
が
、
し
ば
ら
く
は
重
苦
し
い
日
々
が
自
分

の
中
で
続
い
て
お
り
ま
し
た
。
結
果
と
し
て
現
在
、
増
上

寺
の
寺
務
所
に
於
い
て
、
私
を
支
え
て
く
れ
て
い
る
四
人

の
ス
タ
ッ
フ
と
仕
事
を
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。

　

振
り
返
れ
ば
早
い
も
の
で
ア
ッ
と
い
う
間
の
一
年
で
あ

り
、
わ
か
ら
な
い
事
ば
か
り
、
周
り
の
人
た
ち
に
支
え
ら

れ
て
の
一
年
で
し
た
。

　

今
回
、
浄
土
宗
で
は
二
〇
二
四
年
（
令
和
六
年
）
に
法

然
上
人
が
浄
土
宗
を
開
か
れ
て
八
五
〇
年
を
迎
え
る
訳
で

あ
り
ま
す
が
、
増
上
寺
で
は
八
木
台
下
直
々
に
先
頭
に
立

た
れ
、
関
東
に
於
け
る
、
そ
れ
も
首
都
東
京
の
中
心
に
位

置
し
、
約
六
三
〇
年
の
寺
歴
を
有
す
る
こ
の
増
上
寺
、
そ

の
永
い
歴
史
の
中
に
於
い
て
浄
土
宗
僧
侶
の
育
成
を
担
い
、

伝
法
道
場
と
し
て
確
固
た
る
地
位
を
確
立
し
て
来
た
増
上

寺
、
こ
の
増
上
寺
を
後
世
に
残
し
伝
え
て
い
か
な
く
て
は

な
ら
な
い
と
の
強
い
思
い
の
下
、
こ
の
度
の
増
上
寺
に
於

け
る
浄
土
宗
開
宗
八
百
五
十
年
慶
讃
事
業
が
ス
タ
ー
ト
し

た
訳
で
あ
り
ま
す
。

　

慶
讃
事
業
の
中
で
、
先
送
り
の
出
来
な
い
事
業
が
二
つ

あ
り
ま
す
。
一
つ
は
三
解
脱
門
の
解
体
大
修
理
、
も
う
一

つ
は
傷
み
の
激
し
い
約
六
〇
、〇
〇
〇
枚
の
大
殿
の
瓦
を
、

チ
タ
ン
瓦
に
総
葺
き
替
え
す
る
事
業
で
あ
り
ま
す
。

　

三
解
脱
門
の
解
体
大
修
理
は
、
国
の
重
要
文
化
財
と
し

て
の
大
修
理
で
あ
り
、
大
殿
の
屋
根
瓦
の
総
葺
き
替
え
は
、

お
参
り
い
た
だ
く
全
て
の
人
々
の
安
全
を
末
永
く
確
保
す

る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。  

　

百
味
講
の
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
浄
土
宗
開
宗

八
百
五
十
年
慶
讃
事
業
に
対
し
ま
し
て
ご
理
解
、
ご
協
力

を
切
に
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
ご
挨
拶
に
代
え
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

旅のことならすべておまかせください
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エ
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一
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Q
　
ま
ず
、
安
部
講
元
の
生
い
立
ち
を
伺
い
た
い
の
で
す
が
？

　

私
は
昭
和
10
年
3
月
、
三
田
の
済
生
会
病
院
で
生

ま
れ
ま
し
た
。
今
年
で
84
に
な
り
ま
す
。

　

幼
少
の
頃
は
戸
越
公
園
で
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。

父
は
信
州
出
身
で
砂
糖
問
屋
に
菓
子
職
人
と
し
て
勤

め
て
い
ま
し
た
。

　

戦
争
が
始
ま
り
、
小
学
生
だ
っ
た
私
は
集
団
疎
開

で
静
岡
県
富
士
宮
市
移
動
し
ま
し
た
。
1
年
程
し
た

頃
「
こ
ん
な
時
は
家
族
は
バ
ラ
バ
ラ
じ
ゃ
な
い
方
が

良
い
」
と
い
う
父
の
考
え
で
東
京
に
戻
り
ま
し
た
が
、

東
京
は
や
は
り
大
変
で
、
そ
の
後
の
東
京
大
空
襲
で

自
宅
は
焼
け
出
さ
れ
、
バ
ラ
ッ
ク
で
の
辛
い
生
活
が

続
き
ま
し
た
。

　

終
戦
後
、
大
岡
山
に
移
転
。
父
は
手
に
覚
え
が
あ

る
と
い
う
事
で
進
駐
軍
の
ベ
ー
カ
リ
ー
に
勤
め
、
パ

ン
、
お
菓
子
作
り
の
他
、
将
校
の
バ
ー
ス
デ
ー
ケ
ー

キ
な
ど
も
作
っ
て
い
ま
し
た
。
中
学
卒
業
し
た
私
は
、

父
に
お
菓
子
作
り
を
学
び
始
め
ま
す
。

　

そ
の
後
、
父
は
赤
坂
に
工
場
を
借
り
、
念
願
だ
っ

た
洋
菓
子
の
お
ろ
し
業
を
始
め
ま
す
。
私
は
お
菓
子

作
り
の
手
伝
い
の
他
、
配
達
を
担
当
。
自
転
車
を
飛

ば
し
て
新
聞
社
な
ど
に
配
送
し
て
い
ま
し
た
。
当
時

は
ま
だ
統
制
時
代
で
、
お
菓
子
な
ど
は
贅
沢
品
。
警
察

に
捕
ま
る
と
没
収
さ
れ
て
し
ま
う
為
、
見
つ
か
ら
な
い

よ
う
な
道
を
選
ん
で
走
っ
た
事
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　

戦
後
の
復
興
期
に
入
り
だ
ん
だ
ん
忙
し
く
な
り
、

父
の
体
調
不
良
も
あ
っ
て
、
自
宅
を
赤
坂
の
店
の
前

に
移
転
。
そ
こ
を
起
点
に
し
て 

昭
和
26
年 

喫
茶
と

ケ
ー
キ
の
小
さ
な
お
店
「
ポ
エ
ム
洋
菓
子
店
」
を
出

し
ま
し
た
。
ポ
エ
ム
と
い
う
名
前
は「
味
の
歌
詞（
菓

子
）」
と
い
う
意
味
か
ら
付
け
ま
し
た
。
そ
の
後
、

店
は
赤
坂
と
い
う
立
地
の
た
め
か
食
事
の
要
望
が
多

く
、レ
ス
ト
ラ
ン
中
心
の
経
営
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

　

私
が
や
っ
て
い
た
洋
菓
子
部
門
は
、
昭
和
50
年
現

在
の
場
所
、
蓮
根
に
移
転
し
、
工
場
と
小
さ
な
お
店

を
運
営
。
こ
こ
か
ら
赤
坂
に
納
品
し
て
ま
し
た
。
昭

和
62
年
父
が
亡
く
な
り
相
続
税
支
払
い
の
た
め
赤
坂

を
た
た
み
、
現
在
の
形
に
な
り
ま
し
た
。

Q
　
洋
菓
子
協
会
員
と
し
て
、
長
年
ご
尽
力
さ
れ
て

い
た
と
伺
っ
て
い
ま
す
。

　

洋
菓
子
協
会
に
所
属
し
て
、
か
れ
こ
れ
70
年
程
に

な
り
ま
す
。
協
会
で
は
、
主
に
講
習
会
、
研
究
会
、

後
進
の
指
導
に
あ
た
り
常
任
理
事
を
長
年
務
め
ま
し

た
。
ま
た
東
京
都
菓
子
学
園
の
学
園
長
と
し
て
多
く

の
職
人
を
育
て
ま
し
た
。

Q
　
増
上
寺
の
三
縁
ク
ッ
キ
ー
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

三
縁
ク
ッ
キ
ー
は
初
め
て
か
ら
40
年
ぐ
ら
い
経
ち
ま
す
。

　

元
々
は
、
他
の
お
店
が
ク
ッ
キ
ー
を
入
れ
て
い
た

の
で
す
が
、
当
時
赤
坂
の
お
店
に
よ
く
い
ら
っ

し
ゃ
っ
て
い
て
執
事
だ
っ
た
藤
木
先
生
の
お
口
利
き

で
お
茶
菓
子
用
ク
ッ
キ
ー
を
入
れ
始
め
ま
し
た
。
そ

の
後
、
津
田
徳
翁
先
生
の
発
案
で
二
連
バ
ッ
ジ
に
な

ぞ
っ
て
一
袋
2
つ
入
り
に
し
て
お
み
や
げ
用
を
作

り
、
現
在
の
形
と
な
り
ま
し
た
。

Q
　
百
味
講
に
入
っ
た
き
っ
か
け
は
ど
う
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
？

　

古
橋
部
長
か
ら
に
お
誘
い
で
入
り
ま
し
た
。

　

当
時
講
員
は
ま
だ
ま
だ
少
な
か
っ
た
で
す
ね
。

　

今
で
も
講
員
の
太
田
法
衣
店
さ
ん
、
吉
野
法
衣
店

さ
ん
、
古
島
法
衣
店
さ
ん
、
山
本
さ
ん
の
他
、
昔
、

講
員
だ
っ
た
岩
田
守
成
堂
さ
ん
、
花
正
さ
ん
、
浜
田

商
店
さ
ん
ぐ
ら
い
。
だ
い
ぶ
昔
の
こ
と
な
の
で
多
少

前
後
し
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
か
ら
参
加
20
社
を
目
指
し
て
頑
張
っ
て
い
ま

す
。
今
は
18
社
な
ん
で
も
う
少
し
で
す
ね
。

Q
　
皆
さ
ん
に
一
言
お
願
い
致
し
ま
す
。

　

平
成
24
年 

講
元
に
就
任
し
て
、
早
7
年
経
ち
ま

し
た
。
身
体
も
大
変
に
な
っ
て
来
ま
し
た
が
何
と
か

頑
張
っ
て
い
ま
す
。
講
元
職
は
な
ん
せ
大
変
で
す
。

責
任
も
あ
る
し
、
御
忌
も
あ
る
。
皆
様
の
前
で
の
ご

挨
拶
も
あ
り
ま
す
。

　

で
も
良
い
仲
間
が
い
る
の
で
職
務
を
全
う
出
来
て

い
ま
す
。
今
後
も
身
体
か
続
く
限
り
頑
張
っ
て
や
っ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

皆
様
、
今
後
と
も
百
味
講
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
致

し
ま
す
。

百
味
講
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
シ
リ
ー
ズ
❸

　
「
百
味
講
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
シ
リ
ー
ズ
」
は
、
活

躍
す
る
各
講
員
に
専
門
職
な
ら
で
は
の
経
験
談

な
ど
を
語
っ
て
い
た
だ
く
コ
ー
ナ
ー
で
す
。
第

3
回
は
、
安
部
一
郎
講
元
で
す
。



「
回
　
顧
」

百
味
講
副
講
元　

太
田
法
衣
店　
　

太
田　

祥
二

　

平
成
最
後
の
年
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
本
年
は
四
月

三
十
日
を
も
っ
て
「
今
上
天
皇
」
が
退
位
さ
れ
五
月
一

日
に
皇
太
子
殿
下
が
新
し
い
天
皇
に
即
位
、
同
時
に
元

号
も
「
平
成
」
か
ら
「
令
和
」
に
改
め
ら
れ
ま
し
た
、

「
平
成
」
の
時
代
は
近
世
に
な
く
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ

な
い
年
月
で
し
た
が
温
暖
化
の
影
響
で
し
ょ
う
か
自
然

災
害
、
加
え
て
日
本
を
取
り
巻
く
多
く
の
プ
レ
ー
ト
の

地
殻
変
動
に
よ
る
大
地
震
が
各
地
で
多
く
の
被
害
を

も
た
ら
し
た
悲
惨
な
時
代
で
有
っ
た
と
も
い
え
ま
し
ょ

う
、
新
し
い
御
代
が
平
和
で
安
穏
に
過
ご
せ
る
よ
う
に

と
願
う
ば
か
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

さ
て
、
百
味
講
「
講
報
」
も
平
成
八
年
に
創
刊
以

来
、
回
を
重
ね
て
本
年
で
二
十
四
号
を
発
行
す
る
事
と

成
り
ま
し
た
、
私
も
四
回
目
の
寄
稿
と
な
り
ま
す
。

　

私
は
昭
和
十
六
年
四
月
に
ご
門
前
で
生
ま
れ
育
ち

ま
し
た
、
当
時
は
ご
本
山
の
門
前
町
に
ふ
さ
わ
し
く

「
中
門
前
」「
片
門
前
」
と
い
う
町
名
が
付
い
て
お

り
、
私
の
処
は
大
門
通
り
に
面
し
た
「
港
区
芝
片
門
前

一
丁
目
二
番
地
」
で
し
た
、
昭
和
三
十
年
頃
に
は
街
路

樹
に
桜
の
木
が
植
え
ら
れ
て
お
り
、
春
に
は
居
な
が
ら

に
し
て
花
見
が
楽
し
め
た
も
の
で
す
、
幼
少
か
ら
成
人

ま
で
の
二
十
数
年
間
を
す
ご
し
ま
し
た
、
子
供
の
頃
、

芝
山
内
は
格
好
の
遊
び
場
で
し
た
し
、
昭
和
三
十
三
年

に
完
成
し
た
東
京
タ
ワ
ー
の
鉄
骨
が
組
み
上
が
る
様
子

を
日
々
眺
め
な
が
ら
過
ご
し
て
来
ま
し
た
、
い
つ
の
間

に
か
歳
を
重
ね
昨
年
、
喜
寿
を
迎
え
少
し
ず
つ
父
の
生

涯
に
近
づ
い
て
参
り
ま
し
た
、
人
は
歳
を
取
る
と
「
懐

古
趣
味
」
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
過
ぎ
て
き
た
昔
を
振
り

返
り
懐
か
し
む
よ
う
に
な
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
、
明

治
初
期
に
建
て
ら
れ
た
門
前
の
店
舗
と
そ
の
当
時
の
当

主
の
写
真
が
古
い
ア
ル
バ
ム
の
中
か
ら
出
て
き
ま
し

た
、
幣
店
の
歴
史
の
一
端
と
し
て
載
せ
て
み
ま
し
た
、

「
過
去
に
思
い
を
は
せ
た
と
て
今
日
を
生
き
る
何
の
力

に
も
な
ら
な
い
」
こ
ん
な
セ
リ
フ
を
何
処
か
で
見
聞
き

し
た
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
、
要
は
今
を
、
そ
し
て

明
日
に
向
か
っ
て
自
身
が
掲
げ
る
わ
ず
か
な
高
み
を
目

指
し
て
過
ご
す
こ
と
が
大
事
な
こ
と
と
考
え
ま
す
。
回

り
道
を
し
て
三
十
才
を
過
ぎ
て
か
ら
家
業
を
継
い
で
四

十
五
年
、
当
初
は
判
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
で
、
失
敗
や

ら
恥
を
か
く
こ
と
が
し
ば
し
ば
有
り
ま
し
た
が
、
そ
れ

を
一
つ
一
つ
越
え
る
た
び
に
身
に
付
い
た
事
も
多
々

有
っ
た
よ
う
で
す
。

　

過
般
、
平
成
二
十
七
年
も
押
し
詰
ま
っ
た
暮
れ
の

三
十
日
の
朝
、
突
然
の
激
し
い
め
ま
い
で
起
き
上
が

る
こ
と
も
で
き
ず
救
急
搬
送
さ
れ
ま
し
た
、
検
査
の

結
果
は

「
小
脳

出
血
」

と
診
断

さ
れ
直

ち
に
入

院
と
な

り
、
翌

年
一
月

末
に
は

家
族
兄

弟
が
集

め
ら
れ

る
事
態
に
な
っ
た
よ
う
で
す
が
「
ご
本
山
・
阿
弥
陀

様
」
の
ご
加
護
か
家
族
の
強
い
思
い
が
通
じ
た
も
の

か
、
三
途
の
川
を
渡
ら
ず
現
世
に
留
ま
る
こ
と
が
出

来
ま
し
た
、
他
の
臓
器
の
疾
患
も
重
な
り
七
か
月
に

及
ぶ
入
院
生
活
と
な
り
ま
し
た
。

　

入
院
当
初
は
朝
、
目
が
覚
め
る
と
暫
く
は
焦
点

が
合
わ
ず
、
気
分
が
悪
く
な
り
嘔
吐
を
繰
り
返
す

辛
い
毎
日
で
し
た
、
点
滴
に
よ
る
薬
剤
投
与
の
お

か
げ
で
、
ど
う
に
か
リ
ハ
ビ
リ
が
出
来
る
よ
う
に

な
り
、
そ
の
年
の
七
月
半
ば
に
、
よ
う
や
く
退
院

す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
主
治
医
か
ら
「
壊
れ

た
脳
は
元
に
戻
ら
な
い
」
こ
の
病
の
特
徴
と
し
て

め
ま
い
の
後
遺
症
が
残
る
の
で
、
う
ま
く
付
き

合
っ
て
早
く
な
れ
る
よ
う
に
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
頂

き
ま
し
た
、
家
庭
の
中
で
病
人
を
抱
え
る
こ
と
が

ど
れ
程
に
、
家
族
に
負
担
が
か
か
る
事
か
、
特
に

妻
に
は
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
の
心
労
を
掛
け
て
し
ま

い
ま
し
た
、
十
キ
ロ
減
少
し
た
体
重
も
よ
う
や
く
元
に

戻
り
、
鏡
に
映
る
自
身
の
姿
に
「
お
前
は
一
体
ど
こ
が

悪
い
の
か
」
と
問
い
だ
し
た
い
ほ
ど
で
す
、
後
遺
症
の

め
ま
い
に
よ
る
平
衡
感
覚
の
不
調
は
家
族
に
も
中
々
伝

わ
り
に
く
く
、
ま
し
て
や
他
人
に
は
な
お
さ
ら
の
こ

と
、
自
身
で
受
け
止
め
て
過
ご
す
し
か
有
り
ま
せ
ん
、

人
に
気
を
使
わ
せ
ず
、
お
手
を
煩
わ
せ
る
事
の
な
い
よ

う
に
心
掛
け
た
い
も
の
で
す
、
折
角
取
り
留
め
た
命
を

こ
れ
か
ら
ど
う
生
き
直
し
が
出
来
る
も
の
か
「
こ
れ
に

鞭
打
ち
こ
れ
に
鞭
打
ち
而
し
て
又
こ
れ
に
鞭
打
ち
」
賢

人
の
こ
ん
な

言
葉
を
背
負

い
な
が
ら
「
さ

あ
、
も
う
ひ
と

ふ
ん
ば
り
」
と

思
う
日
々
で

ご
ざ
い
ま
す
。

（
完
）
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御　忌

新 年 会

納 涼 会

し
こ
う
し
て

明
治
五
年
頃
建
築
の
門
前
の
店
舗

大
正
十
二
年
関
東
大
震
災
に
て
消
失

中
嶋
屋
長
右
衛
門
法
衣
店

八
世
　
太
田
長
右
衛
門

百味講アルバム2019百味講アルバム2019

豊島さんご挨拶太田副講元の乾杯赤羽課長ご挨拶

全員で お練り中の講元

執事長ご挨拶講元ご挨拶
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平成30年度百味講事業報告

自　平成 30 年 3 月 1 日
至　平成 31 年 2 月28日

平成30年 3月 16日 講中護持会役員会
 29日 定期総会　「松杉の間」
 4月 4日 定例会、御忌供物準備会「天陽院」
　　　　　  4月5日～7日 御忌大会（お練行列３座出仕）
 4月 9日 御忌鉢洗い
 4月15日 地蔵尊慶讃大法要、お練参加
　　　　　  5月7日～8日 研修旅行、草津方面
 15日 正五九祈願会「安国殿」
 6月21日 定例会兼本山課長と懇親会「つきぢ田村」
 7月 3日 講中役員会
　　　　　  7月27日～28日 地蔵尊盆踊り大会
 8月27日 百味講、定例会暑気払い「浅草　やっこ」
 9月15日 正五九祈願会「安国殿」
 10月16日 定例会「文化室」
 10月20日 講中懇親会
 11月30日 縁山流聲明と雅楽定期演奏会「大殿」
 12月 4日 講中役員会
 12月12日 講報23号発送作業
 12日 百味講忘年会「らん月」
平成31年 1月15日 正五九祈願会・互礼会「大殿・光摂殿」
 1月22日 百味講新年会「つきぢ田村」
  友田執事長他、執事8名ご参加
 1月23日 節分追儺式事務所開き
 2月 3日 節分追難式・行列整備・当り券引換
 2月14日 円山随身稲荷慶讃法要（二の午）

百味講アルバム2019百味講アルバム2019

研修旅行

山本副講元ご挨拶

全員で

ご機嫌な廣中さん

リベンジ成功！


