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歓
喜
会
（
か
ん
ぎ
え
） 

  

８
月
は
お
盆
を
迎
え
ま
す
（
地
域

に
よ
っ
て
は
７
月
）。 

浄
土
真
宗
で
は
お
盆
を
「
歓
喜
会
」

と
も
い
い
ま
す
。
他
の
仏
教
宗
派
と

違
い
、
あ
ま
り
盛
大
に
お
盆
を
お
迎

え
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
〝
楽
で
い

い
〟
と
皆
が
喜
ぶ
か
ら
「
歓
喜
会
」

と
名
付
け
ら
れ
た
、
と
い
う
わ
け
で

は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

お
盆
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
ウ

ラ
ン
バ
ー
ナ
が
語
源
と
な
っ
て
お

り
、「
倒
懸
（
と
う
け
ん
）
※
逆
さ
ま

に
吊
り
下
げ
ら
れ
る
こ
と
」
と
い
う

意
味
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
由
来
は
『
仏

説
盂
蘭
盆
経
』
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。 

 

お
釈
迦
様
の
弟
子
で
あ
る
目
連
尊

者
は
神
通
力
に
優
れ
、
普
通
の
人
で

は
見
え
な
い
こ
と
も
見
通
す
力
を
持

っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
神
通
力
を
使

い
亡
き
母
親
の
様
子
を
見
る
と
、
母

親
は
地
獄
（
餓
鬼
道
）
に
落
ち
て
食

べ
る
物
も
な
く
常
に
飢
え
て
い
る
と

い
う
、
ま
さ
に
逆
さ
ま
に
吊
り
下
げ

ら
れ
る
よ
う
な
苦
し
み
を
受
け
て
い

た
の
で
す
。 

目
連
尊
者
は
母
親
を
救
お
う
と
自

ら
の
神
通
力
で
も
っ
て
母
親
の
前
に

食
べ
物
を
差
し
出
し
ま
す
。
し
か
し
、

そ
の
食
べ
物
は
一
瞬
に
し
て
灰
と
な

り
、
母
親
の
苦
し
み
は
増
す
ば
か
り
。

そ
こ
で
母
親
の
救
い
を
お
釈
迦
様
に

求
め
ま
す
。 

お
釈
迦
様
は
７
月
15
日
（
旧
暦
）

に
夏
（
雨
季
）
の
修
行
を
終
え
た
僧

侶
た
ち
に
精
一
杯
の
施
し
を
行
い
、

母
親
の
供
養
の
た
め
に
盛
大
な
法
要

を
営
ん
で
も
ら
う
こ
と
を
勧
め
ま

す
。
そ
の
お
か
げ
で
目
連
尊
者
の
母

親
は
地
獄
の
苦
し
み
か
ら
抜
け
出
る

こ
と
が
で
き
た
、
と
経
典
に
は
書
か

れ
て
い
る
の
で
す
。 

 

私
た
ち
も
日
々
の
生
活
の
中
で

様
々
な
悩
み
や
苦
し
み
が
あ
り
ま

す
。
〝
お
い
し
い
も
の
を
食
べ
に
行

く
〟
〝
気
晴
ら
し
に
旅
行
に
で
も
行

く
〟
と
、
対
処
療
法
的
に
悩
み
や
苦

し
み
を
忘
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

が
、
根
本
的
に
は
何
も
解
決
し
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
が
多
く
あ
り
ま

す
。 仏

教
で
は
悩
み
や
苦
し
み
の
根
源

は
「
自
我
＝
思
い
通
り
に
し
た
い
と

思
う
心
」
に
あ
る
と
説
き
ま
す
。
そ

の
こ
と
を
自
覚
し
な
い
と
根
本
的
に

悩
み
や
苦
し
み
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な

い
と
教
え
る
の
で
す
。 

 

目
連
尊
者
の
母
親
も
目
連
尊
者
の

差
し
出
し
た
食
べ
物
で
は
救
わ
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。
僧
侶
た
ち
に
よ
る
盛

大
な
法
要
で
象
徴
さ
れ
る
〝
仏
法
〟

に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
の
で
す
。 

仏
法
に
出
会
う
こ
と
こ
そ
が
人
間

の
悩
み
や
苦
し
み
の
根
本
的
な
解
決

と
な
っ
て
い
く
。
こ
れ
が
『
仏
説
盂

蘭
盆
経
』
に
説
か
れ
る
こ
と
で
も
あ

り
ま
す
。 

お
盆
は
そ
の
仏
法
に
出
会
う
こ
と

が
で
き
た
と
い
う
喜
び
で
お
迎
え
す

る
、
そ
の
こ
と
か
ら
「
歓
喜
会
」
と

も
称
さ
れ
る
の
で
す
。 
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上
宮
寺
の
行
事 

 

お
盆
（
盂
蘭
盆
会
）
法
要 

８
月
13
日
（
日
）・
14
日
（
月
） 

午
前
９
時
～
午
後
３
時
（
両
日
と
も
） 

場
所
：
上
宮
寺
本
堂 

※
ご
都
合
の
つ
く
時
間
に
お
参
り
く
だ
さ
い
。 

  

秋
季
彼
岸
会
・
永
代
経
法
要 

９
月
８
日
（
金
）
午
前
10
時
～ 

 

法
要 

引
き
続
き 

法
話 

法
話 

田
中
智
教 

師 

（
名
古
屋
別
院
主
事
） 

※
午
前
の
み
の
法
要
で
す
。
持
ち
帰
り
用
の
軽
食

を
ご
用
意
い
た
し
ま
す
。 

      

 

 

○
気
温
が
38
℃
を
超
え
る
よ
う
な

暑
さ
に
な
っ
た
７
月
18
日
、
登
龍
亭

獅
鉄
さ
ん
の
落
語
会
が
開
か
れ
ま
し

た
。
あ
ま
り
の
暑
さ
に
参
加
者
は
少

な
か
っ
た
で
す
が
、
生
の
落
語
は
い

い
も
の
で
し
た
。 

  

○
コ
ロ
ナ
禍
で
３
年
間
中
止
と
な
っ

て
い
ま
し
た
「
舞
楽
と
管
絃
の
会
」

で
す
が
、
今
年
は
開
催
す
る
方
向
で

準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。
住
職
は
舞

楽
「
陵
王
」
の
笛
（
音
頭
）
を
担
当

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

     
お
時
間
が
あ
り
ま
し
た
ら
ぜ
ひ
お
越

し
く
だ
さ
い
。 

   

 

 

 
◆
行
事
案
内 

【
雑
感
】 

三
関
脇
が
大
関
昇
進
を
目
指
し
た

名
古
屋
場
所
。
期
待
の
若
元
春
は
勝

ち
越
し
を
し
た
も
の
の
残
念
な
が
ら

大
関
昇
進
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

若
元
春
が
所
属
す
る
荒
汐
部
屋
の
宿

舎
と
な
っ
た
寺
と
縁
が
あ
っ
て
千
秋

楽
の
パ
ー
テ
ィ
ー
に
参
加
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
力
士
と
と
も
に
歓

談
の
場
が
設
け
ら
れ
た
の
で
す
が
、

さ
す
が
に
若
元
春
は
大
人
気
。
と
て

も
近
寄
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
、

荒
汐
部
屋
に
は
有
望
な
若
手
が
た
く

さ
ん
い
ま
す
。
特
に
大
賀
と
丹
治
の

兄
弟
力
士
に
は
期
待
大
で
す
。
将
来
、

大
関
、
横
綱
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
ぜ
ひ
名
前
を
覚
え
て
お
い
て
く

だ
さ
い
。 

 
 
 
 
 

（
住
職
記
） 

   

〇
８
月
13
日
、
14
日
は
、
お
盆

（
盂
蘭
盆
会
）
法
要
を
つ
と
め
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
読
経
時
に

法
名
を
読
み
上
げ
ま
す
の
で
、
受

付
で
記
入
で
き
る
よ
う
準
備
も
お

願
い
い
た
し
ま
す
。 

  

○
秋
の
お
彼
岸
・
永
代
経
法
要
を
、

９
月
８
日
に
勤
め
ま
す
。
午
前
の

み
の
法
要
で
正
午
頃
に
終
了
予
定

で
す
。
今
回
の
法
話
の
講
師
は
住

職
が
名
古
屋
別
院
在
職
時
の
後
輩

に
な
り
ま
す
。
と
て
も
熱
く
仏
法

を
語
っ
て
く
れ
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

と
も
ご
聴
聞
く
だ
さ
い
。 

  

○
お
盆
も
永
代
経
も
マ
ス
ク
着
用

や
手
指
消
毒
に
つ
い
て
は
各
自
の

判
断
に
お
任
せ
い
た
し
ま
す
。 

 

◆
話
題
あ
れ
こ
れ 

【
発
行
】 

真
宗
大
谷
派 

上 

宮 

寺 

昭
和
区
白
金
一
丁
目
十
九
番
十
五
号 

☏
０
５
２-

８
７
１-

０
５
４
７ 

第
70
回
「
舞
楽
と
管
絃
の
会
」 

10
月
11
日
（
水
）
午
後
６
時
半
開
演 

名
古
屋
市
芸
術
創
造
セ
ン
タ
ー 

 


