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百
味
で
満
た
す
慶
讃
法
会
と
御
忌
大
会

百
味
で
満
た
す
慶
讃
法
会
と
御
忌
大
会

西城 宗隆
大本山  増上寺  内侍長
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　百
味
講
の
皆
さ
ま
に
は
、
大
本
山
増
上
寺
の
浄
土
宗
開

宗
八
百
五
十
年
慶
讃
法
会
・
御
忌
大
会
を
は
じ
め
諸
行
事

に
ご
奉
仕
た
ま
わ
り
、
無
事
円
満
成
就
す
る
こ
と
が
出
来

ま
し
た
。
誠
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　私
は
昭
和
四
十
八
年
に
増
上
寺
雅
楽
会
に
入
会
し
、
翌

年
開
宗
八
百
年
の
年
に
加
行
を
受
け
ま
し
た
。
五
十
年
に

大
学
を
卒
業
し
、
御
忌
大
会
は
雅
楽
会
員
と
し
て
勤
め
ま

し
た
。
そ
の
時
に
原
口
徳
正
教
務
部
長
か
ら
明
日
か
ら
増

上
寺
に
来
な
さ
い
と
言
わ
れ
、
内
侍
に
勤
め
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
大
野
法
道
台
下
と
藤
井
實
應
台
下
の
二
代
に

わ
た
っ
て
お
仕
え
し
ま
し
た
。

　今
回
、
不
思
議
な
ご
縁
で
内
侍
長
に
な
り
ま
し
た
。
台

下
の
お
部
屋
に
入
る
と
、
こ
こ
で
四
十
年
前
に
藤
井
台
下

の
謦
咳
に
接
す
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
を
昨
日
の
よ
う
に

思
い
出
し
ま
し
た
。
先
代
西
城
正
倫
は
内
侍
長
を
勤
め
て

い
ま
し
た
の
で
、
二
代
目
の
内
侍
長
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
度
は
講
の
方
々
と
も
親
し
く
接
す
る
機
会
が

出
来
ま
し
た
。
新
卒
の
時
に
お
会
い
し
た
時
よ
り
、
現
役

で
か
く
し
ゃ
く
た
る
方
か
ら
「
あ
な
た
も
年
を
取
り
ま
し

た
ね
」
と
も
言
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
な
か
に
は
、先
々

代
・
先
代
さ
ま
か
ら
の
お
付
き
合
い
と
い
う
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
そ
の
御
縁
を
続
け
た
い
と
思

い
ま
す
。

　さ
て
私
の
寺
は
、
市
村
羽
左
衛
門
と
中
村
勘
三
郎
は
じ

め
歌
舞
伎
役
者
の
墓
所
が
あ
る
の
で
、
役
者
寺
と
称
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
こ
で
歌
舞
伎
と
い
え
ば
「
浜
松
屋
」
の
弁

天
小
僧
の
一
節
に
百
味
講
が
出
て
き
ま
す
。

知
ら
ざ
あ
言
っ
て
聞
か
せ
や
し
ょ
う
♪

　百
味
講

（
ひ
ゃ
く
み
）
で
ち
ら
す
蒔
銭
（
ま
き
せ
ん
）
を

　

当
て
に
小
皿
の
一
文
字
（
い
ち
も
ん
こ
）♪

　弁
天

小
僧
菊
之
助
た
あ

　お
れ
が
こ
と
だ
♪

　川
柳
に
は
、
講
中
は
長
生
き
す
る
と
い
う
「
江
の
島
の

百
味
寿
命
よ
き
補
薬
」、
街
道
筋
で
も
目
立
っ
た
の
で
し
ょ

う
「
上
が
り
下
が
り
立
場
も
派
手
な
百
味
講
」、
様
々
な

年
代
の
人
が
い
る
「
胡
麻
塩
も
芥
子
も
交
っ
た
百
味
講
」

な
ど
が
あ
り
、
江
戸
期
よ
り
存
在
感
の
あ
る
講
で
す
。

　将
軍
家
の
法
事
は
、
必
ず
四
智
讃
・
伽
陀
中
に
献
供
し

て
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
百
味
講
の
方
が
裏
方
と
し
て
活
躍

さ
れ
て
い
た
か
と
思
い
ま
す
。
百
味
講
さ
ん
と
言
え
ば
、

御
忌
大
会
の
献
供
姿
で
す
。
講
元
さ
ま
を
先
頭
に
御
餅
・

生
菓
子
な
ど
が
続
き
ま
す
。
そ
の
供
物
の
中
央
に
は
菊
の

造
花
が
挿
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
練
り
を
し
て
捧
げ
る
供
物

の
み
が
造
花
を
挿
し
て
い
ま
す
。
知
恩
院
で
は
三
上
人
遠

忌
と
八
百
年
遠
忌
に
伝
供
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
同
じ
よ
う

に
有
平
糖
・
ね
り
き
り
な
ど
の
和
菓
子
の
中
央
に
松
・
桜

な
ど
の
造
花
を
挿
し
て
い
ま
し
た
。
菓
子
職
人
さ
ん
に
造

花
の
こ
と
を
尋
ね
て
も
わ
か
ら
な
い
と
の
こ
と
で
し
た
。

施
餓
鬼
の
梵
天
の
よ
う
に
、
何
か
象
徴
的
な
意
味
が
あ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
結
び
に
、
講
員
の
皆
さ
ま
の
ご
健
康

と
ま
す
ま
す
の
ご
隆
昌
を
念
じ
、
今
後
と
も
御
助
力
の
程

を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

合
掌
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「
街
の
和
菓
子
屋
と
し
て
」

芝
神
明
榮
太
樓

　
　内
田

　吉
彦

　令
和
五
年
春
よ
り
入
講
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
芝
神

明
榮
太
樓
の
内
田
吉
彦
と
申
し
ま
す
。

　増
上
寺
様
に
は
、
御
紋
菓
を
は
じ
め
和
菓
子
全
般
、

お
供
え
餅
を
納
め
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。

　「百
味
講
だ
よ
り
」
に
は
初
め
て
の
寄
稿
で
す
の

で
、
弊
社
に
関
し
て
お
伝
え
さ
せ
て
頂
き
た
く
存
じ

ま
す
。

　初
代
内
田
長
吉
が
、
日
本
橋
榮
太
樓
總
本
鋪
で
修

行
の
後
、
暖
簾
分
け
を
許
さ
れ
、
明
治
十
八
年
、
芝
の

地
に
創
業
致
し
ま
し
た
。

　先
に
暖
簾
分
け
で
開
業
し
て
い
た
先
輩
方
は
、
蛎

殻
町
等
の
日
本
橋
界
隈
に
出
店
し
た
よ
う
で
す
が
、

初
代
は
お
世
話
に
な
っ
た
總
本
鋪
の
お
客
様
を
取
り

合
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
離
れ

た
土
地
を
選
ん
だ
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。

　明
治
三
十
五
年
、
初
代
は
現
在
で
も
主
力
商
品
で

あ
り
ま
す
文
豪
尾
崎
紅
葉
命
名
の「
江
の
嶋
最
中
」を

考
案
、
創
作
し
ま
す
。焦
が
し
皮
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ

た
餡（
こ
し
餡
、粒
あ
ん
、胡
麻
餡
、白
あ
ん
、柚
子
餡
）

を
詰
め
た
一
口
サ
イ
ズ
の
貝
殻
型
の
最
中
で
す
。

当
初
、
親
戚
で
あ
っ
た
日
本
画
家
の
武
内
桂
舟
に
こ

の
お
菓
子
の
菓
名
を
求
め
た
と
こ
ろ
、当
時
、挿
し
絵

を
描
い
て
い
た
縁
か
ら
紅
葉
さ
ん
に
お
願
い
す
る
流

れ
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

　弊
社
の
店
舗
は
、関
東
大
震
災
、第
二
次
世
界
大
戦

と
二
度
、完
全
消
失
し
て
お
り
ま
す
。

　戦
後
、
闇
市
か
ら
の
砂
糖
や
サ
ッ
カ
リ
ン
等
の
甘

味
料
で
商
売
を
す
る
人
の
多
い
中
、
二
代
目
は
安
全

で
安
心
な
原
材

料
が
入
っ
て
く

る
ま
で
店
を
再

開
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。そ
し
て
、

昭
和
三
十
年
に

戦
争
か
ら
戻
っ

て
き
た
三
代
目

（
父
）
以
志
夫
と

店
を
動
か
し
始

め
ま
し
た
。

　四
代
目
と
な

る
私
が
店
に
入

る
の
は
、昭
和
も
終
わ
る
頃
の
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。　我

々
の
変
わ
ら
ぬ
示
針
に

「
ひ
と
り
ひ
と
り
の
お
客
様
に

ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
お
菓
子
に

ま
ご
こ
ろ
を
こ
め
て
」

　と
い
う
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　例
え
ば
一
日
に
同
じ
お
菓
子
を
千
個
作
る
と
し

て
、
目
の
前
の
お
菓
子
が
我
々
に
は
千
分
の
一
個
で

あ
っ
て
も
お
客
様
に
と
っ
て
は
一
分
の
一
個
で
あ

る
、と
い
う
こ
と
を
心
掛
け
て
お
り
ま
す
。

　今
後
は
、微
力
で
は
あ
り
ま
す
が
、百
味
講
の
お
手

伝
い
を
さ
せ
て
頂
き
、
い
ろ
い
ろ
と
学
ば
せ
て
頂
き

た
い
と
存
じ
ま
す
。
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令和５年度百味講事業報告

ご報告

自　令和 ５ 年 3 月 1 日
至　令和 ６ 年 2 月29日

令和５年 3月 1日 御法主晋山式　供物準備会「天陽院」
 2日 御法主晋山式　お練り行列出仕
 29日 定期総会　「椿の間」
 4月 4日 定例会、御忌供物準備会「天陽院」
　　　　　　　　5日～7日 御忌大会（お練行列３座出仕）
 4月16日 地蔵尊慶讃大法要、お練行列出仕
 5月15日 正五九祈願会「安国殿」
 6月29日 納涼会・課長懇親会「銀座らん月」
 30日 講中護持会役員会
　　　　　　7月16日～17日 地蔵尊盆踊り
 8月31日 暑気払い「新橋亭」
 9月15日 正五九祈願会「安国殿」
　　　　　　10月4日～5日 開宗850年慶讃お待ち受け法要知恩院団参
 11月19日 定例会「文化室」
 12月 1日 講中護持会役員会
 1日 縁山流聲明と雅楽の夕べ 参観
 7日 百味講忘年会「銀座らん月」
 31日 年越し・三門警備出仕
令和６年 1月15日 正五九祈願会「大殿」互礼会「講堂」
 1月19日 節分追儺式事務所開き
 23日 新年会・部長懇親会「銀座治作」
 2月 3日 節分追儺式・行列整備・当り券引換
 24日 円山随身稲荷慶讃法要（二の午）

「
圧
巻
！

　
　
　神
輿
奉
納
」

日本香堂小林副講元

百
味
講
副
講
元
　
小
林
　
日
出
男

　
去
る
十
月
十
四
日
、知
恩
院
で
の
御
神

輿
奉
納
に
参
列
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。法

然
上
人
様
が
祝
福
さ
れ
て
い
る
が
如
く
、

絶
好
の
秋
晴
れ
の
中
、勇
ま
し
い
掛
け
声

に
よ
っ
て
担
が
れ
た
神
輿
が
、知
恩
院
通

り
か
ら
三
門
を
く
ぐ
り
、男
坂
を
登
っ
て

い
く
様
は
迫
力
満
点
。多
く
の
参
拝
客
の

目
が
釘
付
け
と
な
り
お
手
伝
い
頂
い
て

い
た
知
恩
院
内
局
の
方
々
も「
こ
こ
は
本

当
に
京
都
な
の
？
」と
口
か
ら
出
る
ほ
ど

江
戸
風
情
を
漂
わ
せ
て
お
り
ま
し
た
。そ

し
て
事
故
や
怪
我
も
な
く
無
事
に
御
影

堂
で
全
員
が
法
要
に
参
加
出
来
た
こ
と

は
が
何
よ
り
も
素
晴
ら
し
く
。み
こ
し
講

の
方
々
を
は
じ
め
、
こ
の
日
に
向
け
て
ご

尽
力
を
注
い
で
来
ら
れ
て
方
々
に
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。

2024年３月の百味講総会で、日本香堂小林日出男さん、石森表具店石森一さんの副講
元就任が決まりました。今後ともよろしくお願い申し上げます。
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「
増
上
寺
様
と
牧
野
総
本
店
」

（
株
）牧
野
総
本
店
　
　
豊
島
　
洋
子

　
百
味
講
だ
よ
り
を
ご
覧
の
皆
さ
ま
、
初
め
ま
し
て
。

（
株
）牧
野
総
本
店
の
豊
島
洋
子
と
申
し
ま
す
。

　
当
社
は
港
区
高
輪
に
あ
り
ま
す
創
業
1
5
0
年
余

の
葬
儀
社
で
す
。永
年
増
上
寺
様
に
お
檀
家
様
の
お

葬
儀
を
始
め
と
し
、御
忌
、節
分
、盆
踊
り
、薪
能
、浄

梵
会
な
ど
季
節
の
行
事
に
お
手
伝
い
に
伺
っ
て
お
り

ま
す
。

　
私
ど
も
牧
野
総
本
店
は
先
代
会
長
で
あ
り
ま
す

父
、
豊
島

三
の
時

代
に
お
付
き
合
い

が
深
ま
っ
た
よ
う

に
思
い
ま
す
。「
時

間
で
す
よ
」
と
い
う

ド
ラ
マ
を
覚
え
て

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
か
。麻
雀
仲
間

だ
っ
た
演
出
家
の

久
世
光
彦
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
が
父
の
無
精
ひ
げ
姿
が

時
の
総
理
、
田
中
角
栄
さ
ん
に
似
て
い
る
と
面
白
が

り「
町
の
総
理
」役
で
起
用
。舞
台
は
銭
湯
、
衣
装
は
ふ

ん
ど
し
。小
学
校
に
あ
が
っ
た
ば
か
り
の
私
は
恥
ず

か
し
く
て
、
人
に
あ
れ
は
お
父
さ
ん
?
と
聞
か
れ
て

も
人
違
い
で
す
と
答
え
て
い
ま
し
た
。

　
昔
か
ら
芸
達
者
で
あ
っ
た
父
は
喜
々
と
し
て
出
演

し
て
い
た
反
面
、
今
ほ
ど
葬
儀
屋
が
普
通
の
職
業
で

な
か
っ
た
時
代
に
そ
の
地
位
向
上
や
会
社
の
宣
伝
も

考
え
て
い
た
と
後
か
ら
聞
き
ま
し
た
。そ
の
お
か
げ

か
地
元
高
輪
で
は「
そ
っ
く
り
さ
ん
の
葬
儀
屋
さ
ん
」

と
し
て
長
く
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
平
成
三
年
に
父
は
亡
く
な
り
、
葬
儀
は
増
上
寺
様

に
て
旧
会
館
を
お
借
り
し
ま
し
た
。増
上
寺
様
が
大

好
き
だ
っ
た
父
を
偲
び
、
三
回
忌
に
あ
た
っ
て
は
追

善
供
養
の
江
戸
彼
岸
桜
を
鐘
楼
堂
前
に
ご
奉
納
い
た

し
ま
し
た
。江
戸
彼
岸
桜
は
そ
の
名
の
通
り
春
の
お

彼
岸
に
花
を
咲
か
せ
、
御
忌
の
頃
に
は
葉
桜
と
な
り

ま
す
。こ
の
桜
は
植
え
た
頃
で
す
で
に
樹
齢
80
年
、
今

で
は
す
っ
か
り
老
木
の
域
で
す
が
変
わ
ら
ず
鐘
の
前

に
立
っ
て
い
て
く
れ
ま
す
。

　
増
上
寺
様
あ
っ
て
の
百
味
講
、
増
上
寺
様
あ
っ

て
の
牧
野
総
本
店
。こ
れ
か
ら
も
お
山
の
た
め
に

微
力
な
が
ら
お
支
え
し
、
桜
の
よ
う
に
そ
こ
に
居

る
の
が
当
た
り
前
の
存
在
と
な
れ
る
よ
う
励
ん
で

参
り
ま
す
。今
後
と
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。
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令和５年度百味講事業報告

ご報告

自　令和 ５ 年 3 月 1 日
至　令和 ６ 年 2 月29日

令和５年 3月 1日 御法主晋山式　供物準備会「天陽院」
 2日 御法主晋山式　お練り行列出仕
 29日 定期総会　「椿の間」
 4月 4日 定例会、御忌供物準備会「天陽院」
　　　　　　　　5日～7日 御忌大会（お練行列３座出仕）
 4月16日 地蔵尊慶讃大法要、お練行列出仕
 5月15日 正五九祈願会「安国殿」
 6月29日 納涼会・課長懇親会「銀座らん月」
 30日 講中護持会役員会
　　　　　　7月16日～17日 地蔵尊盆踊り
 8月31日 暑気払い「新橋亭」
 9月15日 正五九祈願会「安国殿」
　　　　　　10月4日～5日 開宗850年慶讃お待ち受け法要知恩院団参
 11月19日 定例会「文化室」
 12月 1日 講中護持会役員会
 1日 縁山流聲明と雅楽の夕べ 参観
 7日 百味講忘年会「銀座らん月」
 31日 年越し・三門警備出仕
令和６年 1月15日 正五九祈願会「大殿」互礼会「講堂」
 1月19日 節分追儺式事務所開き
 23日 新年会・部長懇親会「銀座治作」
 2月 3日 節分追儺式・行列整備・当り券引換
 24日 円山随身稲荷慶讃法要（二の午）

「
圧
巻
！

　
　
　神
輿
奉
納
」

日本香堂小林副講元

百
味
講
副
講
元
　
小
林
　
日
出
男

　
去
る
十
月
十
四
日
、知
恩
院
で
の
御
神

輿
奉
納
に
参
列
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。法

然
上
人
様
が
祝
福
さ
れ
て
い
る
が
如
く
、

絶
好
の
秋
晴
れ
の
中
、勇
ま
し
い
掛
け
声

に
よ
っ
て
担
が
れ
た
神
輿
が
、知
恩
院
通

り
か
ら
三
門
を
く
ぐ
り
、男
坂
を
登
っ
て

い
く
様
は
迫
力
満
点
。多
く
の
参
拝
客
の

目
が
釘
付
け
と
な
り
お
手
伝
い
頂
い
て

い
た
知
恩
院
内
局
の
方
々
も「
こ
こ
は
本

当
に
京
都
な
の
？
」と
口
か
ら
出
る
ほ
ど

江
戸
風
情
を
漂
わ
せ
て
お
り
ま
し
た
。そ

し
て
事
故
や
怪
我
も
な
く
無
事
に
御
影

堂
で
全
員
が
法
要
に
参
加
出
来
た
こ
と

は
が
何
よ
り
も
素
晴
ら
し
く
。み
こ
し
講

の
方
々
を
は
じ
め
、
こ
の
日
に
向
け
て
ご

尽
力
を
注
い
で
来
ら
れ
て
方
々
に
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。

2024年３月の百味講総会で、日本香堂小林日出男さん、石森表具店石森一さんの副講
元就任が決まりました。今後ともよろしくお願い申し上げます。

3

「
増
上
寺
様
と
牧
野
総
本
店
」

（
株
）牧
野
総
本
店
　
　
豊
島
　
洋
子

　
百
味
講
だ
よ
り
を
ご
覧
の
皆
さ
ま
、
初
め
ま
し
て
。

（
株
）牧
野
総
本
店
の
豊
島
洋
子
と
申
し
ま
す
。

　
当
社
は
港
区
高
輪
に
あ
り
ま
す
創
業
1
5
0
年
余

の
葬
儀
社
で
す
。永
年
増
上
寺
様
に
お
檀
家
様
の
お

葬
儀
を
始
め
と
し
、御
忌
、節
分
、盆
踊
り
、薪
能
、浄

梵
会
な
ど
季
節
の
行
事
に
お
手
伝
い
に
伺
っ
て
お
り

ま
す
。

　
私
ど
も
牧
野
総
本
店
は
先
代
会
長
で
あ
り
ま
す

父
、
豊
島

三
の
時

代
に
お
付
き
合
い

が
深
ま
っ
た
よ
う

に
思
い
ま
す
。「
時

間
で
す
よ
」
と
い
う

ド
ラ
マ
を
覚
え
て

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
か
。麻
雀
仲
間

だ
っ
た
演
出
家
の

久
世
光
彦
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
が
父
の
無
精
ひ
げ
姿
が

時
の
総
理
、
田
中
角
栄
さ
ん
に
似
て
い
る
と
面
白
が

り「
町
の
総
理
」役
で
起
用
。舞
台
は
銭
湯
、
衣
装
は
ふ

ん
ど
し
。小
学
校
に
あ
が
っ
た
ば
か
り
の
私
は
恥
ず

か
し
く
て
、
人
に
あ
れ
は
お
父
さ
ん
?
と
聞
か
れ
て

も
人
違
い
で
す
と
答
え
て
い
ま
し
た
。

　
昔
か
ら
芸
達
者
で
あ
っ
た
父
は
喜
々
と
し
て
出
演

し
て
い
た
反
面
、
今
ほ
ど
葬
儀
屋
が
普
通
の
職
業
で

な
か
っ
た
時
代
に
そ
の
地
位
向
上
や
会
社
の
宣
伝
も

考
え
て
い
た
と
後
か
ら
聞
き
ま
し
た
。そ
の
お
か
げ

か
地
元
高
輪
で
は「
そ
っ
く
り
さ
ん
の
葬
儀
屋
さ
ん
」

と
し
て
長
く
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
平
成
三
年
に
父
は
亡
く
な
り
、
葬
儀
は
増
上
寺
様

に
て
旧
会
館
を
お
借
り
し
ま
し
た
。増
上
寺
様
が
大

好
き
だ
っ
た
父
を
偲
び
、
三
回
忌
に
あ
た
っ
て
は
追

善
供
養
の
江
戸
彼
岸
桜
を
鐘
楼
堂
前
に
ご
奉
納
い
た

し
ま
し
た
。江
戸
彼
岸
桜
は
そ
の
名
の
通
り
春
の
お

彼
岸
に
花
を
咲
か
せ
、
御
忌
の
頃
に
は
葉
桜
と
な
り

ま
す
。こ
の
桜
は
植
え
た
頃
で
す
で
に
樹
齢
80
年
、
今

で
は
す
っ
か
り
老
木
の
域
で
す
が
変
わ
ら
ず
鐘
の
前

に
立
っ
て
い
て
く
れ
ま
す
。

　
増
上
寺
様
あ
っ
て
の
百
味
講
、
増
上
寺
様
あ
っ

て
の
牧
野
総
本
店
。こ
れ
か
ら
も
お
山
の
た
め
に

微
力
な
が
ら
お
支
え
し
、
桜
の
よ
う
に
そ
こ
に
居

る
の
が
当
た
り
前
の
存
在
と
な
れ
る
よ
う
励
ん
で

参
り
ま
す
。今
後
と
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。
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「
街
の
和
菓
子
屋
と
し
て
」

芝
神
明
榮
太
樓

　
　内
田

　吉
彦

　令
和
五
年
春
よ
り
入
講
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
芝
神

明
榮
太
樓
の
内
田
吉
彦
と
申
し
ま
す
。

　増
上
寺
様
に
は
、
御
紋
菓
を
は
じ
め
和
菓
子
全
般
、

お
供
え
餅
を
納
め
さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。

　「百
味
講
だ
よ
り
」
に
は
初
め
て
の
寄
稿
で
す
の

で
、
弊
社
に
関
し
て
お
伝
え
さ
せ
て
頂
き
た
く
存
じ

ま
す
。

　初
代
内
田
長
吉
が
、
日
本
橋
榮
太
樓
總
本
鋪
で
修

行
の
後
、
暖
簾
分
け
を
許
さ
れ
、
明
治
十
八
年
、
芝
の

地
に
創
業
致
し
ま
し
た
。

　先
に
暖
簾
分
け
で
開
業
し
て
い
た
先
輩
方
は
、
蛎

殻
町
等
の
日
本
橋
界
隈
に
出
店
し
た
よ
う
で
す
が
、

初
代
は
お
世
話
に
な
っ
た
總
本
鋪
の
お
客
様
を
取
り

合
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
離
れ

た
土
地
を
選
ん
だ
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。

　明
治
三
十
五
年
、
初
代
は
現
在
で
も
主
力
商
品
で

あ
り
ま
す
文
豪
尾
崎
紅
葉
命
名
の「
江
の
嶋
最
中
」を

考
案
、
創
作
し
ま
す
。焦
が
し
皮
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ

た
餡（
こ
し
餡
、粒
あ
ん
、胡
麻
餡
、白
あ
ん
、柚
子
餡
）

を
詰
め
た
一
口
サ
イ
ズ
の
貝
殻
型
の
最
中
で
す
。

当
初
、
親
戚
で
あ
っ
た
日
本
画
家
の
武
内
桂
舟
に
こ

の
お
菓
子
の
菓
名
を
求
め
た
と
こ
ろ
、当
時
、挿
し
絵

を
描
い
て
い
た
縁
か
ら
紅
葉
さ
ん
に
お
願
い
す
る
流

れ
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

　弊
社
の
店
舗
は
、関
東
大
震
災
、第
二
次
世
界
大
戦

と
二
度
、完
全
消
失
し
て
お
り
ま
す
。

　戦
後
、
闇
市
か
ら
の
砂
糖
や
サ
ッ
カ
リ
ン
等
の
甘

味
料
で
商
売
を
す
る
人
の
多
い
中
、
二
代
目
は
安
全

で
安
心
な
原
材

料
が
入
っ
て
く

る
ま
で
店
を
再

開
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。そ
し
て
、

昭
和
三
十
年
に

戦
争
か
ら
戻
っ

て
き
た
三
代
目

（
父
）
以
志
夫
と

店
を
動
か
し
始

め
ま
し
た
。

　四
代
目
と
な

る
私
が
店
に
入

る
の
は
、昭
和
も
終
わ
る
頃
の
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。　我

々
の
変
わ
ら
ぬ
示
針
に

「
ひ
と
り
ひ
と
り
の
お
客
様
に

ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
お
菓
子
に

ま
ご
こ
ろ
を
こ
め
て
」

　と
い
う
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　例
え
ば
一
日
に
同
じ
お
菓
子
を
千
個
作
る
と
し

て
、
目
の
前
の
お
菓
子
が
我
々
に
は
千
分
の
一
個
で

あ
っ
て
も
お
客
様
に
と
っ
て
は
一
分
の
一
個
で
あ

る
、と
い
う
こ
と
を
心
掛
け
て
お
り
ま
す
。

　今
後
は
、微
力
で
は
あ
り
ま
す
が
、百
味
講
の
お
手

伝
い
を
さ
せ
て
頂
き
、
い
ろ
い
ろ
と
学
ば
せ
て
頂
き

た
い
と
存
じ
ま
す
。
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百
味
で
満
た
す
慶
讃
法
会
と
御
忌
大
会

百
味
で
満
た
す
慶
讃
法
会
と
御
忌
大
会

西城 宗隆
大本山  増上寺  内侍長

1

　百
味
講
の
皆
さ
ま
に
は
、
大
本
山
増
上
寺
の
浄
土
宗
開

宗
八
百
五
十
年
慶
讃
法
会
・
御
忌
大
会
を
は
じ
め
諸
行
事

に
ご
奉
仕
た
ま
わ
り
、
無
事
円
満
成
就
す
る
こ
と
が
出
来

ま
し
た
。
誠
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　私
は
昭
和
四
十
八
年
に
増
上
寺
雅
楽
会
に
入
会
し
、
翌

年
開
宗
八
百
年
の
年
に
加
行
を
受
け
ま
し
た
。
五
十
年
に

大
学
を
卒
業
し
、
御
忌
大
会
は
雅
楽
会
員
と
し
て
勤
め
ま

し
た
。
そ
の
時
に
原
口
徳
正
教
務
部
長
か
ら
明
日
か
ら
増

上
寺
に
来
な
さ
い
と
言
わ
れ
、
内
侍
に
勤
め
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
大
野
法
道
台
下
と
藤
井
實
應
台
下
の
二
代
に

わ
た
っ
て
お
仕
え
し
ま
し
た
。

　今
回
、
不
思
議
な
ご
縁
で
内
侍
長
に
な
り
ま
し
た
。
台

下
の
お
部
屋
に
入
る
と
、
こ
こ
で
四
十
年
前
に
藤
井
台
下

の
謦
咳
に
接
す
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
を
昨
日
の
よ
う
に

思
い
出
し
ま
し
た
。
先
代
西
城
正
倫
は
内
侍
長
を
勤
め
て

い
ま
し
た
の
で
、
二
代
目
の
内
侍
長
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
度
は
講
の
方
々
と
も
親
し
く
接
す
る
機
会
が

出
来
ま
し
た
。
新
卒
の
時
に
お
会
い
し
た
時
よ
り
、
現
役

で
か
く
し
ゃ
く
た
る
方
か
ら
「
あ
な
た
も
年
を
取
り
ま
し

た
ね
」
と
も
言
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
な
か
に
は
、先
々

代
・
先
代
さ
ま
か
ら
の
お
付
き
合
い
と
い
う
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
そ
の
御
縁
を
続
け
た
い
と
思

い
ま
す
。

　さ
て
私
の
寺
は
、
市
村
羽
左
衛
門
と
中
村
勘
三
郎
は
じ

め
歌
舞
伎
役
者
の
墓
所
が
あ
る
の
で
、
役
者
寺
と
称
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
こ
で
歌
舞
伎
と
い
え
ば
「
浜
松
屋
」
の
弁

天
小
僧
の
一
節
に
百
味
講
が
出
て
き
ま
す
。

知
ら
ざ
あ
言
っ
て
聞
か
せ
や
し
ょ
う
♪

　百
味
講

（
ひ
ゃ
く
み
）
で
ち
ら
す
蒔
銭
（
ま
き
せ
ん
）
を

　

当
て
に
小
皿
の
一
文
字
（
い
ち
も
ん
こ
）♪

　弁
天

小
僧
菊
之
助
た
あ

　お
れ
が
こ
と
だ
♪

　川
柳
に
は
、
講
中
は
長
生
き
す
る
と
い
う
「
江
の
島
の

百
味
寿
命
よ
き
補
薬
」、
街
道
筋
で
も
目
立
っ
た
の
で
し
ょ

う
「
上
が
り
下
が
り
立
場
も
派
手
な
百
味
講
」、
様
々
な

年
代
の
人
が
い
る
「
胡
麻
塩
も
芥
子
も
交
っ
た
百
味
講
」

な
ど
が
あ
り
、
江
戸
期
よ
り
存
在
感
の
あ
る
講
で
す
。

　将
軍
家
の
法
事
は
、
必
ず
四
智
讃
・
伽
陀
中
に
献
供
し

て
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
百
味
講
の
方
が
裏
方
と
し
て
活
躍

さ
れ
て
い
た
か
と
思
い
ま
す
。
百
味
講
さ
ん
と
言
え
ば
、

御
忌
大
会
の
献
供
姿
で
す
。
講
元
さ
ま
を
先
頭
に
御
餅
・

生
菓
子
な
ど
が
続
き
ま
す
。
そ
の
供
物
の
中
央
に
は
菊
の

造
花
が
挿
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
練
り
を
し
て
捧
げ
る
供
物

の
み
が
造
花
を
挿
し
て
い
ま
す
。
知
恩
院
で
は
三
上
人
遠

忌
と
八
百
年
遠
忌
に
伝
供
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
同
じ
よ
う

に
有
平
糖
・
ね
り
き
り
な
ど
の
和
菓
子
の
中
央
に
松
・
桜

な
ど
の
造
花
を
挿
し
て
い
ま
し
た
。
菓
子
職
人
さ
ん
に
造

花
の
こ
と
を
尋
ね
て
も
わ
か
ら
な
い
と
の
こ
と
で
し
た
。

施
餓
鬼
の
梵
天
の
よ
う
に
、
何
か
象
徴
的
な
意
味
が
あ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
結
び
に
、
講
員
の
皆
さ
ま
の
ご
健
康

と
ま
す
ま
す
の
ご
隆
昌
を
念
じ
、
今
後
と
も
御
助
力
の
程

を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

合
掌


