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百
味
講
、
大
本
山
増
上
寺
の
諸
行
事
に
ご
奉
仕
さ
れ
て

い
る
中
で
、
御
忌
大
会
で
の
講
中
が
私
に
は
印
象
深
い
も

の
が
あ
り
ま
す
。

　
御
忌
大
会
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
い
え
ば
い
う
ま
で
も
な
く

唱
導
師
上
人
が
お
勤
め
い
た
だ
く
大
法
要
で
あ
り
ま
す

が
、
そ
の
前
段
に
な
る
お
練
り
行
列
も
見
事
な
も
の
で
す
。

お
練
り
行
列
は
大
門
か
ら
出
発
し
ま
す
。
そ
の
行
列
の
長

さ
は
唱
導
師
上
人
を
中
心
に
前
後
約
百
メ
ー
ト
ル
近
く
に

な
る
と
き
も
あ
り
ま
す
。
金
棒
、
木
遣
、
御
稚
児
さ
ん
、

随
行
さ
れ
る
檀
信
徒
の
方
々
、
色
と
り
ど
り
法
衣
に
金
襴

の
七
条
袈
裟
を
被
着
さ
れ
た
随
喜
上
人
の
方
々
、
そ
の
中

に
裃
姿
で
お
供
物
を
捧
げ
持
つ
百
味
講
の
皆
さ
ま
、
江
戸

の
昔
よ
り
続
け
ら
れ
て
い
る
お
練
り
行
列
の
見
事
さ
は
風

物
詩
と
し
て
も
記
録
に
あ
り
、
錦
絵
に
も
残
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
長
い
行
列
は
大
門
か
ら
出
発
し
て
三
解
脱
門
い
わ
ゆ
る

三
門
を
く
ぐ
り
、
桜
花
爛
漫
の
境
内
を
ゆ
っ
く
り
と
進
み

ま
す
。
大
殿
前
で
の
庭
儀
式
が
厳
か
に
勤
め
ら
れ
、
そ
の

後
お
練
り
行
列
は
大
殿
に
入
堂
さ
れ
ま
す
。
お
供
物
等
捧

げ
持
っ
た
百
味
講
の
皆
さ
ま
は
本
尊
様
に
お
供
え
し
て
裏

堂
に
下
が
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
動
き
が
百
味
講
の
お
役

目
に
な
り
ま
す
。

　
お
供
物
は
二
段
重
ね
の
大
き
な
お
供
え
の
お
餅
で
、
さ

ぞ
重
た
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
講
中
の
皆
さ
ま
は
そ

ん
な
様
子
も
見
せ
ず
、
ゆ
っ
く
り
し
た
流
れ
の
中
を
捧
げ

持
ち
お
供
え
し
て
裏
堂
に
さ
が
ら
れ
、
講
中
の
み
な
さ
ま

の
お
役
が
終
わ
り
ま
す
。

　
四
月
の
初
旬
と
は
い
え
汗
を
か
き
な
が
ら
の
御
大
役
を

終
え
ら
れ
て
安
堵
さ
れ
た
ご
様
子
を
拝
見
し
て
お
り
ま

す
。
大
変
な
お
役
だ
と
、
裏
堂
で
控
え
て
お
り
ま
す
大
僧

正
台
下
と
、
只
々
有
り
難
く
合
掌
し
て
お
り
ま
す
。

　
先
の
成
田
台
下
そ
し
て
八
木
台
下
に
内
侍
長
と
し
て
仕

え
、
講
中
の
ご
奉
仕
を
垣
間
見
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
何
と

も
力
づ
よ
く
感
謝
に
堪
え
ま
せ
ん
。
百
味
講
の
発
展
を
祈

念
申
し
上
げ
、
今
後
と
も
御
本
山
を
お
支
え
頂
き
ま
す
よ

う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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「
仏
具
に
お
け
る
銅
合
金
に
つい
て
」

株
式
会
社
瑞
祥
浜
田　
　

浜
田　

明
男

　

以
前
、
百
味
講
た
よ
り
に
投
稿
し
た
時
は
仏
具
と

は
切
り
離
せ
な
い
漆
に
つ
い
て
書
い
た
の
で
、
今
回

も
同
じ
く
切
り
離
せ
な
い
金
属
、
銅
の
合
金
に
つ
い

て
書
こ
う
と
思
い
ま
す
。

　

仏
具
の
銅
の
合
金
と
し
て
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
物

は
青
銅
（
唐
金
）
と
黄
銅
（
真
鍮
）
で
し
ょ
う
。
青
銅

は
今
で
は
銅
と
錫
の
合
金
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
鉛
と

亜
鉛
を
混
ぜ
る
事
も
あ
り
ま
す
）
が
、
明
治
の
初
め
に

編
纂
さ
れ
た
「
銅
器
之
説
」
に
よ
る
と
、
江
戸
後
期
か

ら
昭
和
三
十
年
頃
ま
で
京
都
で
鉄
瓶
や
銅
器
の
製
造

に
お
い
て
有
名
で
あ
っ
た
竜
文
堂
に
よ
り
ま
す
と
、
青

銅
は
銅
と
鉛
の
合
金
と
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
に
錫
が
加

わ
っ
た
物
を
響
銅
（
佐
波
理
）
と
し
て
い
ま
す
。
響
銅

は
鳴
金
と
も
言
い
、
非
常
に
綺
麗
な
音
が
出
る
の
が

特
徴
で
す
。
ち
ょ
っ
と
面
白
い
で
す
ね
。
響
銅
は
今
も

昔
も
銅
・
錫
・
鉛
の
合
金
で
、
と
き
に
少
量
の
銀
を
加

え
る
事
も
あ
り
ま
す
。
青
銅
（
唐
金
）
は
仏
具
と
し
て

は
仏
像
・
鐘
等
に
使
わ
れ
る
の
が
一
般
的
で
鋳
金
に
よ

り
製
作
さ
れ
ま
す
。
原
型
通
り
の
鋳
型
を
作
り
、
溶

け
た
合
金
（
湯
と
言
い
ま
す
）
を
流
し
込
み
作
る
方

法
で
す
。
鋳
造
の
仕
方
と
し
て
は
、
焼
型
鋳
造
法
、
蝋

型
鋳
造
法
、
生
型
鋳
造
法
等
々
が
あ
り
ま
す
。

　

黄
銅
（
真
鍮
）
は
銅
と
亜
鉛
の
合
金
で
あ
り
、
青

銅
と
違
い
今
も
昔
も
変
ら
ず
で
す
。
日
本
の
お
け
る

真
鍮
の
錬
製
の
始
ま
り
は
、
滋
賀
県
甲
賀
地
方
に
広

徳
寺
と
言
う
お
寺
が
あ
り
、
近
く
に
藤
左
衛
門
と
言

う
貧
し
い
百
姓
が
住
ん
で
お
り
、
働
け
ど
働
け
ど
生

活
は
苦
し
く
村
を
出
て
行
く
し
か
な
い
と
考
え
た

が
、
庚
神
様
を
深
く
信
仰
し
て
い
た
の
で
庚
神
様
に

お
す
が
り
し
て
み
よ
う
と
思
い
、
文
禄
二
年
（
一
五

九
三
年
）
正
月
二
十
三
日
広
徳
寺
に
籠
り
断
食
し
て

日
夜
一
筋
に
家
運
の
隆
盛
を
祈
願
し
た
と
こ
ろ
、
満

願
の
夜
、
枕
元
に
七
才
く
ら
い
の
童
子
が
現
わ
れ
、

銅
に
亜
鉛
を
混
ぜ
る
合
金
の
作
り
方
を
細
か
く
伝
授

し
た
。
夢
告
の
通
り
に
鋳
て
み
れ
ば
、
黄
金
色
の
光

沢
を
し
た
合
金
が
で
き
た
。
こ
れ
が
始
ま
り
で
あ

る
。
黄
銅
（
真
鍮
）
は
鋳
金
・
鍛
金
ど
ち
ら
で
も
使

用
さ
れ
ま
す
。
青
銅
（
唐
金
）
が
ど
ち
ら
か
と
言
え

ば
、
屋
外
で
使
わ
れ
る
の
が
多
い
の
に
対
し
、
真
鍮

は
屋
内
（
五
具
足
と
か
塗
香
洒
水
器
他
）
で
使
わ
れ

る
の
が
多
い
で
す
。
五
具
足
は
極
上
品
等
に
な
れ
ば

唐
金
製
も
あ
り
ま
す
。
鍛
金
技
法
で
作
ら
れ
る
仏
具

で
一
番
有
名
な
の
が
鏧
子
で
、
黄
銅
板
を
金
属
の
伸

展
性
を
利
用
し
て
金
槌
、
金
床
、
当
て
金
等
を
使
っ

て
何
度
も
何
度
も
黄
銅
板
を
鍛
え
て
伸
ば
し
、
形
造

り
ま
す
。
鏧
子
は
寸
法
に
よ
り
使
う
黄
銅
板
の
大
き

さ
重
さ
が
ほ
ぼ
決
ま
る
の
で
、
一
廻
り
大
き
い
鏧
子

用
の
物
を
使
っ
て
作
っ
た
鏧
子
を
重
目
、
二
廻
り
大

き
い
鏧
子
用
の
物
を
使
っ
て
作
っ
た
鏧
子
を
二
段
上

が
り
と
言
い
ま
す
。
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日
頃
よ
り
大
本
山
増
上
寺
様
、各
御
寺
院
様
に
は
大

変
お
世
話
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

石
森
表
具
店
、石
森
一
と
申
し
ま
す
。

　

百
味
講
た
よ
り
に
は
早
い
も
の
で
２
回
目
の
寄
稿
と

な
り
ま
し
た
。

　

今
回
こ
の
百
味
講
た
よ
り
に
何
を
書
か
せ
て
頂
こ

う
か
と
一
頻
り
考
え
た
の
で
す
が
、
生
業
と
し
て
お
り

ま
す
、掛
軸
の
お
話
を
さ
せ
て
頂
こ
う
か
と
思
い
ま
す
。

未
熟
者
で
大
し
た
お
話
も
出
来
ま
せ
ん
で
ほ
ん
の
お
目

汚
し
で
す
が
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

　
一
言
に
掛
軸

と
申
し
ま
し
て

も
色
々
な
仕
立

て
が
ご
ざ
い
ま

す
。仕
立
て
、と

言
う
の
は
読
ん

で
字
の
如
く
作

品
を
ど
の
よ
う

に
仕
上
げ
て
い

く
の
か
、
と
言

う
事
で
す
。お

茶
室
に
掛
け
る
物
な
の
か
、
床
の
間
に
掛
け
て
普
段
か

ら
目
に
す
る
物
な
の
か
、
そ
し
て
御
名
號
の
よ
う
に
仏

様
の
物
な
の
か
。当
然
お
客
様
の
ご
意
向
に
沿
っ
て
色

や
形
を
決
め
て
い
く
の
が
筋
な
の
で
す
が
、一
般
の
方
に

時
々
聞
か
れ
る
事
が
あ
り
ま
す
。

　

中
の
作
品
は
表
具
屋（
私
自
身
）さ
ん
が
書
い
て
い
る

の
で
す
か
？
と
い
う
質
問
で
す
。先
日
も
久
し
ぶ
り
に

会
っ
た
学
生
時
代
の
友
人
か
ら
『
昔
か
ら
字
と
か
絵
と

か
何
か
描
い
て
た
も
ん
ね
ぇ
』
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
少

し
勘
違
い
し
て
い
る
よ
う
で
、
手
前
の
仕
事
は
作
品
を

立
派
に
見
せ
る
お
手
伝
い
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
裏
方
な

の
で
見
解
と
し
て
は
面
白
か
っ
た
の
で
す
が
、
ま
だ
な

か
な
か
一
般
的
に
は
珍
し
い
職
業
な
の
だ
な
と
感
じ
ま

し
た
。

　

話
は
少
し
逸
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
作
品
で
あ
る
書
画

で
す
が
当
然
な
が
ら
掛
軸
や
額
に
お
い
て
一
番
大
切
な

部
分
で
す
。御
名
號
で
あ
っ
た
り
、有
名
な
書
画
家
の
作

品
で
あ
っ
た

り
、
は
た
ま
た

ご
子
息
ご
息
女

や
お
孫
さ
ん
の

絵
だ
っ
た
り
。

そ
の
方
に
と
っ

て
価
値
や
感
覚

は
多
種
様
々
で

す
が
、
先
日
頂

戴
し
ま
し
た
お

仕
事
に
少
し
珍

し
い
作
品
が
あ
り
ま
し
た
。幽
霊
画
で
す
。幽
霊
、
と
言

い
ま
す
と
四
谷
怪
談
の
お
岩
さ
ん
の
よ
う
に
あ
ま
り
気

持
ち
の
良
く
な
い
雰
囲
気
に
な
り
ま
す
が
、江
戸
、幕
末

か
ら
明
治
に
か
け
て
は
割
り
と
多
く
描
か
れ
て
い
る
そ

う
で
、
一
番
有
名
な
の
は
円
山
応
挙
の
返
魂
香
之
図
か

と
思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
海
外
の
ゾ
ン
ビ
等
に
は
足
が
あ
り
ま
す

が
、日
本
の
幽
霊
に
は
足
が
見
当
た
り
ま
せ
ん
。足
の
無

い（
見
え
な
い
）幽
霊
画
を
最
初
に
描
い
た
と
さ
れ
る
絵

師
が
そ
の
円
山
応
挙
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
皆

様
は
何
故
幽
霊
に
は
足
が
描
か
れ
て
い
な
い
か
ご
存
知

で
し
ょ
う
か
？

①
反
魂
香
と
い
う
焚
く
と
魂
が
帰
っ
て
く
る
と
い
わ
れ

る
お
香
の
煙
で
足
が
隠
れ
て
い
る

②
夢
枕
に
亡
く
な
っ
た
女
性
が
出
て
き
て
慌
て
て
描
い

た
の
で
足
ま
で
間
に
合
わ
な
か
っ
た

　

と
い
う
説
が
比
較
的
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で
す
が
、
理
由
と

し
て
は
諸
説
あ
る
と
聞
い
て
い
ま
す
。

　

先
日
そ
の
御
寺
院
様
に
お
納
め
し
た
幽
霊
画
も
同

じ
よ
う
な
構
図
だ
っ
た
の
で
す
が
、
手
前
が
諸
先
輩
方

か
ら
お
聞
き
し
た
理
由
は
少
し
違
い
ま
し
た
。そ
も
そ

も
幽
霊
画
を
所
有
し
て
い
た
の
は
関
西
方
面
の
豪
商
だ

と
い
う
の
で
す
。潤
沢
な
資
金
を
持
つ
方
々
が
有
名
な

芸
術
作
品
を
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
し
て
い
る
の
は
当
然
至
極

な
お
話
な
の
で
す
が
、
あ
ま
り
気
味
の
良
い
モ
チ
ー
フ

で
な
い
幽
霊
画
を
何
故
持
っ
て
い
た
の
か
。そ
れ
は

　

幽
霊
に
は
足
が
無
い
↓
お
足（
お
金
）が
出
な
い

　

か
ら
だ
と
い
う
の
で
す
。こ
れ
ま
た
諸
説
あ
り
ま
す

し
、真
実
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、言
葉
遊
び
と

し
て
は
な
る
ほ
ど
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。確
か
に

こ
ち
ら
の
御
寺
院
様
の
幽
霊
画
が
我
が
家
に
来
て
く

だ
さ
っ
た
時
に
は
ほ
ん
の
り
良
い
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。夏
場
の
怪
談
で
は
主
役
を
演
じ
る
事
が
多
い
幽
霊

で
す
が
、
こ
う
し
て
考
え
て
み
る
と
結
構
縁
起
物
と
も

捉
え
る
事
が
出
来
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

末
筆
な
が
ら
こ
う
し
て
様
々
な
作
品
に
触
れ
さ
せ
て

頂
け
る
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
増
上
寺
様
、
そ
し

て
こ
の
幽
霊
画
の
お
仕
事
を
頂
け
た
法
蔵
寺
様
、
ま
た

全
て
の
御
寺
院
、
関
係
者
様
各
位
に
感
謝
の
念
を
伝
え

た
く
思
い
ま
す
。ご
迷
惑
を
お
掛
け
す
る
こ
と
ば
か
り

で
す
が
、
百
味
講
共
々
今
後
と
も
宜
し
く
お
願
い
致
し

ま
す
。

3

山
梨
県
法
蔵
寺
様
蔵
幽
霊
図

増
上
寺
八
木
台
下
御
名
號

「
掛
軸
の
お
話
」石

森
表
具
店　
　

石
森　
　

㆒
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お知らせ

講元ご挨拶

講員動向

○百味講講員としてご活躍された平野屋営業部 井上様がご退任
されました。

　長年のご尽力を感謝するとともに今後のご活躍をお祈りいた
します。

○百味講講員としてご活躍された協栄社 藤綱様がご逝去されま
した。

　謹んでお悔やみ申し上げますと共にご冥福をお祈りいたし
ます。

　此の度安部講元の退任に伴い、昨年の十月の総会におきまし
て、講員皆様の御推挙により、新たに百味講講元の大役を承る
こととなりました。
　もとより若輩の身ではございます
が、大本山増上寺様の護持発展に寄与
し、百味講の興隆に努めて参ります。
　これからも皆様のご指導、ご鞭撻を
賜りますようお願い致します。
　また長きに渡り講元としてご尽力さ
れました、安部前講元には心より感謝
申し上げます。

合掌

百味講講元　　山本　　老和
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百味講アルバム2021百味講アルバム2021

研修旅行（大井川方面）

SLにも乗りました 復刻されたゼロ戦

運転手さん、ガイドさん、さだきち君と

静岡側からの富士山
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研修旅行（大井川方面）

御　忌
百味講アルバム2021百味講アルバム2021

大殿は屋根瓦葺き中 全員でパチリ

コロナでマスク姿の行列 ブクスはコロナでもいつも通り

今回は講元は不参加ですが、ご挨拶に登場 藤枝の料亭で


