
聖
霊
会
の
法
要
の
場
を
、
鉾ほ
こ

を
打
ち
振
る
っ
て
清
め
る
儀
礼
的
な
舞
楽
で
す
。
左

方
右
方
の
双
方
の
舞
人
に
よ
り
舞
わ
れ
ま
す
。
三
節
と
は
左
方
と
右
方
、
そ
し
て

双
方
の
三
度
繰
り
返
し
て
舞
う
演
奏
法
の
こ
と
で
、
舞
楽
演
奏
の
場
で
は
最
初
に

舞
わ
れ
ま
す
。
舞
人
は
襲
装
束
を
片か
た

肩か
た

袒ぬ
ぎ

で
着
用
し
、
鳥と
り

甲か
ぶ
と

を
被
り
、
鉾
を
捧
げ

持
ち
ま
す
。
も
と
は
中
国
古
代
の
周
の
武
王
が
黄
金
の
鉞
ま
さ
か
り

と
白し
ろ

旄は
た

を
手
に
天
下

平
定
を
誓
わ
れ
た
様
子
を
再
現
し
た
舞
と
さ
れ
ま
す
。

聖
徳
太
子
の
御
目
覚
め
を
お
慰
め
す
る
舞
楽
で
、聖
霊
会
の
導
入
部
に
お
い
て
重
要

な
役
割
を
持
つ
舞
で
す
。こ
の
蘇
利
古
の
後
、聖
徳
太
子
の
御
影（
楊よ
う

枝じ
の

御み

影え
い

）が
お
祀
り

さ
れ
た
宮く
う

殿で
ん

の
帳
を
上
げ
る「
御み
じ
ょ
う
ち
ょ
う

上
帳
」、御
水
を
捧
げ
る「
御み
ち
ょ
う
ず

手
水
」の
儀
式
が
行
わ
れ

ま
す
。百
済
の
帰
化
人
須す

す々

許こ

理り

が
伝
え
た
舞
と
さ
れ
、竃か
ま
ど

や
井
戸
の
神
を
祀
る
祭
祀

に
起
源
を
持
ち
ま
す
。舞
人
は
襲
装
束
に
抽
象
化
さ
れ
た
人
の
顔
を
描
い
た
独
特
な

雜ぞ
う

面め
ん

を
付
け
ま
す
。通
常
は
四
人
舞
で
す
が
、四
天
王
寺
で
は
五
人
舞
と
な
り
ま
す
。

振
え ん ぶ

鉾蘇
そ り こ

利古

菩
薩
は
左
方
と
右
方
よ
り
登
壇
し
、
大
輪
小
輪
と
い
う
二
人
の
菩
薩
が
二
重
の
輪

を
描
く
よ
う
な
所
作
に
て
舞
台
を
廻
り
ま
す
。ま
た
獅
子
も
同
様
に
四
方
を
拝
し
、

大
輪
小
輪
の
所
作
を
行
い
ま
す
。

菩
薩
も
獅
子
も
か
つ
て
舞
が
あ
り
ま
し
た
が
、
現
在
は
失
わ
れ
石
舞
台
上
で
簡
単

な
所
作
を
す
る
の
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
獅
子
は
道
行
の
先
頭
を
も
勤

め
、
露
払
い
と
し
て
場
を
清
め
る
意
味
合
い
が
あ
り
ま
す
。

迦
陵
頻
と
胡
蝶
は
男
児
が
舞
う
番
の
舞
楽
で
、
道
行
や
伝て
ん

供ぐ

の
際
に
参
加
し
て
い

た
子
供
た
ち
が
舞
う
も
の
で
す
。
迦
陵
頻
と
は
、
迦か
り
ょ
う
び
ん
が

陵
頻
伽
と
い
う
極
楽
浄
土
に

住
ま
い
美
妙
な
る
声
を
持
つ
鳥
が
由
来
と
な
っ
て
お
り
、
鳥
の
舞
と
い
う
別
名
が

あ
り
ま
す
。

胡
蝶
は
迦
陵
頻
と
番つ
が
い

と
な
る
よ
う
、
宇
多
天
皇
の
時
代
（
九
〇
六
年
頃
）
童
相
撲

御
覧
の
開
催
に
合
わ
せ
て
新
た
に
作
ら
れ
た
舞
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

迦
陵
頻
は
手
に
銅
拍
子
を
打
ち
鳴
ら
し
な
が
ら
、
胡
蝶
は
山
吹
の
花
の
枝
を
持
っ

て
、
舞
わ
れ
ま
す
。

菩
ぼ さ つ

薩・獅
し し

子胡
こちょう

蝶・迦
かりょうびん

陵頻

聖
霊
会
の
終
盤
に
舞
わ
れ
る
太
平
楽
は
、
法
要
に
区
切
り
を
告
げ
る
重
要
な
舞
楽
で

す
。
舞
の
途
中
で
舞
人
が
鉾
を
置
き
太
刀
を
抜
く
の
を
合
図
に
、舞
台
四
隅
の
篝
に
火

が
入
れ
ら
れ
る
と
、六
時
堂
内
の
聖
徳
太
子
御
影
と
衆
僧
が
還
御
さ
れ
て
、聖
霊
会
の
法

要
部
分
が
終
了
と
な
り
ま
す
。
舞
人
は
兜
・
装
束
の
上
に
挂け
い

甲こ
う

・
肩か
た

喰く
い

・
帯お
び

喰く
い

・
魚ぎ
ょ

袋た
い

・
胡や
な

籙ぐ
い

・
籠
手
・
脛
当
な
ど
を
着
用
し
、
太
刀
を
佩
き
鉾
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
十
五
キ
ロ
を
超
え
る
重
量
の
武
人
装
束
で
、
一
時
間
近
く
舞
わ
れ
ま
す
。

太
平
楽
の
曲
は
、
序じ
ょ
・
破は

・
急き
ゅ
う

の
三
つ
に
分
か
れ
て
お
り
、
破
で
は
鉾
を
打
ち
振
り
、

急
で
は
太
刀
を
抜
き
、武
を
以
て
攻
防
す
る
様
子
を
舞
う
こ
と
か
ら
、
勇
壮
で
好
戦

的
な
印
象
を
懐
き
ま
す
。
し
か
し
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
太
刀
は
破は
じ
ゃ
け
ん
し
ょ
う

邪
顕
正

の
剣
で
あ
り
、
魚
袋
に
は
弓
が
無
く
、
胡
籙
に
は
矢
が
逆
さ
に
入
っ
て
い
る
な
ど
、

宗
教
的
平
和
と
天
下
太
平
を
讃
え
寿
ぐ
意
味
が
あ
り
ま
す
。
太
平
楽
を
以
て
聖
霊

会
は
終
了
と
な
り
、
以
降
は
入
調
と
い
う
楽
し
む
為
の
舞
楽
が
舞
わ
れ
ま
す
。

太
平
楽
が
終
了
し
て
以
降
は
、
入
調
と
な
り
ま
す
。
入
調
と
は
、
法
要
と
し
て
の
舞
楽
が
終
わ
り
、

仏
神
に
舞
楽
等
を
手
向
け
て
楽
し
ま
せ
る
為
の
法
楽
に
入
る
と
い
う
意
味
で
す
。
つ
ま
り
入
調
で

は
、
四
天
王
寺
の
諸
仏
諸
菩
薩
や
聖
徳
太
子
、
そ
し
て
ご
参
拝
し
て
く
だ
さ
っ
た
皆
さ
ま
方
に
楽

し
ん
で
頂
く
為
の
舞
楽
と
な
り
、
毎
年
異
な
っ
た
演
目
の
舞
楽
が
舞
わ
れ
ま
す
。

太
たいへいらく

平楽入
にゅうじょう

調

北
庭
楽
の
基
と
な
っ
た
曲
は
、
唐
代
の「
涼り
ょ
う

州し
ゅ
う

曲き
ょ
く

」や
西
域
の
風
俗
舞
、
或
い
は
中
国
宮
廷
楽

舞
に
於
け
る「
北ほ
く

亭て
い

子し

」と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
曲
は
日
本
に
伝
来
し
て
か

ら
絶
え
て
し
ま
い
、
現
行
の
北
庭
楽
は
宇
多
天
皇（
亭て
い

子じ

院い
ん

）の
時
に
大だ
い

内だ
い

裏り

に
あ
る
豊ぶ

楽ら
く

院い
ん

の

不
老
門
の
北
庭
で
再
興
作
曲
さ
れ
た
曲
で
す
。
舞
は
左
方
襲か
さ
ね

装し
ょ
う

束ぞ
く

を
片
肩
袒
姿
で
着
用
し
た

舞
人
が
拍
子
ご
と
に
返
法
を
用
い
て
舞
い
、
躍
動
感
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。

一
人
の
舞
人
が
縦
横
無
尽
に
動
き
舞
う「
走は
し
り

舞ま
い

」の
代
表
的
舞
楽
で
す
。こ
の
蘭
陵
王
と
は
、中
国

南
北
朝
時
代
後
期
に
在
っ
た
北ほ
く

斉せ
い

国
の
初
代
皇
帝
文ぶ
ん

宣せ
ん

帝
の
従
兄
弟
で
あ
る
高こ
う

長ち
ょ
う

恭き
ょ
う

の
こ
と
。

眉
目
秀
麗
で
武
勇
に
優
れ
、北ほ
く

周し
ゅ
う

国
と
の
戦
い
で
武
勲
を
積
み
重
ね
ま
し
た
。あ
ま
り
に
美
し
い

容
貌
を
隠
す
た
め
、い
か
め
し
い
仮
面
を
被
っ
た
と
も
。舞
楽
の
蘭
陵
王
は
、高
長
恭
の
勇
敢
な

有
様
を
舞
に
し
た
も
の
で
、舞
人
は
金
色
に
輝
く
龍
の
つ
い
た
面
を
着
け
勇
壮
に
舞
い
ま
す
。

様々な舞楽 — 毎年異なる舞楽の解説 —

▲ 本尊となる聖徳太子楊枝御影がお祀りされる六時堂
内陣の宮殿（御上帳前の様子）

聖
霊
会
次
第 

目
安
時
間（
予
定
）

　
　
＊
目
安
時
間
は
天
候
等
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
に
よ
り
変
動
い
た
し
ま
す
。

  

重
要
無
形
民
俗
文
化
財

　
聖
霊
会
の
舞
楽 

主
要
舞
楽
の
解
説

＊ 

毎
年
異
な
る
舞
楽
①
②
③
に
つ
い
て
は〈
様
々
な

舞
楽
〉の
項
目
に
て
解
説
し
ま
す
。

平
安
時
代
の
延
喜
八
年（
九
〇
八
）に
藤
原
忠た
だ

房ふ
さ

が
作
曲
し
、式
部
卿
の
敦あ
つ

実み

親
王
が
作
舞
し
た
「
延

喜
楽
」は
、宮
中
の
年
中
行
事
や
お
祝
い
事
な
ど
の
儀
式
で
の
慶
賀
の
曲
と
し
て
、「
万ま
ん

歳ざ
い

楽ら
く

」（
左

方
）と
番つ
が
い

で
舞
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
舞
人
は
鳥
甲
を
か
ぶ
り
、
常つ
ね

装し
ょ
う

束ぞ
く

と
も
呼
ば
れ
る
標
準
的
な

右
方
襲
装
束
を
片
肩
袒
で
着
用
し
た
姿
で
、
合あ
わ
せ

肘が
い
な

・
披ひ
ら
く

・
掻か
く

・
伎ぎ

呂ろ

利り

な
ど
の
手
の
動
き
、
寄よ
る

・

落お
ち

居い
る

・
足あ
し

立た
つ

・
踏ふ
む

な
ど
の
足
の
動
き
を
組
み
合
わ
せ
て
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
こ
の
舞
曲
を
舞
い
ま
す
。

●②延
えん

喜
ぎ

楽
らく

●③蘭
らん　りょう　おう

陵王 ●①北
ほく

庭
てい

楽
らく

15
時
20
分 

唄ば
い
の
く匿

 

楽
　
天て
ん

人に
ん

楽ら
く

 

散さ
ん

華げ

15
時
30
分 

行
事
鐘

 

延
喜
楽
（
右
方
）●②

15
時
50
分 

楽
　
延え
ん

喜ぎ

楽ら
く

 

讃さ
ん

　
佛ぶ
っ
さ
ん
ほ
う
さ
ん

讃
法
讃

16
時
00
分 

梵ぼ
ん

音の
ん

 

錫し
ゃ
く
じ
ょ
う杖

16
時
15
分 

楽
　
長ち
ょ
う
げ
い
し

慶
子

 

両
舎
利
降こ
う

高こ
う

座ざ

16
時
20
分 

太
平
楽
（
左
方
右
方
）

17
時
00
分 

入
調

 

蘭
陵
王
（
左
方
）●③

17
時
25
分 

還か
ん

御ぎ
ょ

13
時
40
分 

両
舎
利
登と
う

高こ
う

座ざ

 

諷ふ

誦じ
ゅ

文も
ん

・
願が
ん

文も
ん

13
時
45
分 

北
庭
楽
（
左
方
）●①

14
時
00
分 

行
事
鐘

 

楽
　
十じ
っ

天て
ん

楽ら
く

 

伝て
ん

供ぐ

14
時
15
分 

行
事
鐘

 

菩
薩
（
左
方
）

14
時
22
分 

獅
子
（
右
方
）

14
時
40
分 

迦
陵
頻
（
左
方
）

14
時
55
分 

胡
蝶
（
右
方
）

15
時
10
分 

行
事
鐘

 

楽
　
承し
ょ
う
わ
ら
く

和
楽

15
時
15
分 

祭さ
い

文も
ん

 

行
事
鐘

 

楽
　
賀が

王お
う

恩お
ん

12
時
30
分 
道み
ち

行ゆ
き

 
舞ぶ

台た
い

前ぜ
ん

庭て
い

儀ぎ

 
両
舎
利
入
堂

12
時
50
分 

惣そ
う

礼ら
い

伽か

陀だ

 

衆
僧
入
堂

13
時
00
分 

楽
舎
揚あ
げ

幕ま
く

 

集し
ゅ
え
ら
ん
じ
ょ
う

会
乱
声

 

振
鉾
　
三
節
（
左
方
右
方
）

13
時
10
分 

蘇
利
古
（
右
方
）

 

楽が
く

　
河か

水す
い

楽ら
く

 

御
上
帳
／
御
手
水

13
時
35
分 

楽
　
廻か
い

盃ば
い

楽ら
く


