
経 

供 

養 

次 

第 

総
本
山 

四

天

王

寺 

日  
時 

  
 

令
和
二
年
十
月
二
十
二
日 

午
後
一
時 

式  

場 
  

 

聖
霊
院
西
側
庭
上 

参
集
装
束 

 
 
 
 

十
二
時 

 
 
 

 

本
坊
内
佛
殿 

整 

行 

列 
 
 
 
 

十
二
時
半 

 
 

 

本
坊
冠
木
門 

進 
 
 

行 
 

 
十
二
時
四
十
五
分 

先 

道 み
ち 

 
 

行 ゆ
き 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

経
、
衆
僧
は
唐
門
よ
り
聖
霊
院
に
向
か
う 

次 

入
に
ゅ
う

道 ど
う

場
じ
ょ
う 

 
 
 
 
 

音 ね

取 と
り

道
楽

み
ち
が
く 

 
猫
之
門
よ
り
入
場
、
楽
人
楽
を
奏
す 

経
を
経
堂
に
安
置 

次 

伽 か 
 

 

陀 だ 
 
 
 
 
 

無
附
物

つ
け
も
の
な
し 

 
 

法
会
の
開
始
を
告
げ
る
声
明
を
唱
え
る 

次 

集
会

し
ゅ
う
え

乱
声

ら
ん
じ
ょ
う 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

次 

鳳
輦

ほ
う
れ
ん

出
御

し
ゅ
つ
ぎ
ょ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

鳳
輦
（
聖
徳
太
子
）
安
置
の
奥
殿 

三
綱

さ
ん
ご
う

に
よ
り
開
扉 

次 

振 え
ん 

 
 

鉾 ぶ 
    

 
  

三
節

さ
ん
せ
つ 

 
 
 
 

「
舞
楽
目
録
参
照
」 

次 

両
舎
利

り
ょ
う
し
ゃ
り

登 と
う

高
座

こ

う

ざ 
 

回 か
い

盃 ば
い

楽 ら
く  

 
 

一
舎
利
（
管
長
猊
下
）
、
二
舎
利
（
舎
利
職
次
座
）
の
両
師
は
、 

楽
に
乗
り
舞
台
を
渡
り
、
登
禮
盤
三
礼
し
終
り
、
高
座
に
登
る 

次 

諷

誦

ふ

じ

ゅ

文 も
ん 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

一
舎
利
（
東
側
高
座
） 

法
華
経
読
誦 

次 

願 が
ん 

 
 

文 も
ん 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

二
舎
利
（
西
側
高
座
） 

法
華
経
読
誦 

次 

舞 
 
 

楽 
 
 

 

蘭 ら
ん

陵
り
ょ
う

王 お
う 

 
 

「
舞
楽
目
録
参
照
」 

次 

唄 ば
い 

 
 

匿 の
く 

 
 

 

仙
遊

せ
ん
ゆ
う

霞 か 
 

唄
師
は
、
楽
に
乗
り
舞
台
を
渡
り
登
禮
盤
、
三
礼
し
終
り
、
着
座 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

始
段
唄
を
唱
え
る 

次 

散 さ
ん 

 
 

華 げ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

衆
僧
は
舞
台
上
で
、
花
び
ら
を
散
ら
し
、
諸
佛
供
養
の
声
明
を
唱 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

え
る 

次 

舞 
 
 

楽 
 
 

 

登
天

と
う
て
ん

楽 ら
く 

 

「
舞
楽
目
録
参
照
」 

次 つ
ぎ 

讃 さ
ん 

次 

梵 ぼ
ん 

 
 

音 の
ん 

 
 

 

延
喜

え

ん

ぎ

楽 ら
く 

 

衆
僧
は
楽
に
乗
り
舞
台
に
昇
り
、
梵
音
（
声
明
）、
錫
杖
（
声
明
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を
唱
え
る 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

仏
の
み
声
（
梵
音
）
が
、
十
方
に
響
き
渡
り
人
々
が
安
楽
を
得
る 

次 

錫
し
ゃ
く 

 

杖
じ
ょ
う 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

錫
杖
を
鳴
ら
し
、
そ
の
響
き
に
よ
っ
て
人
々
の
仏
心
が
呼
び
覚
ま 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

さ
れ
る 

 

次 

両
舎
利
降

り
ょ
う
し
ゃ
り
こ
う

高
座

こ

う

ざ 
 

長
慶
子

ち
ょ
う
げ
い
し 

 
 

両
舎
利
は
楽
に
乗
り
高
座
を
降
り
、
登
禮
盤
一
礼
、
舞
台
を
渡
り 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

本
座
に
着
く 

次 

鳳
輦
入
御

ほ
う
れ
ん
に
ゅ
う
ぎ
ょ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

鳳
輦
安
置
の
奥
殿 

三
綱
に
よ
り
閉
扉 

次 

還 げ
ん 

 
 

列 れ
つ 

 
 

 

音 ね

取 と
り

道
楽

み
ち
が
く 

 
 

経 

、
衆
僧
は
猫
之
門
よ
り
本
坊
に
還
列
す
る 

以 
 

上 

〇 

経
き
ょ
う 

供 く 

養 よ
う 

（縁え

ん

の
下し

た

の
舞
）
に 

つ 

い 

て 

「
摂
津
名
所
図
会
」
四
天
王
寺
法
莚
略
記
の
中 

「
三
月
二
日
、
未
刻
経
堂
経
供
養
（
中
略
）
此
日
に
震
旦
国
（
今
の
中
国
）
よ
り
経
論 

わ
た
り
し
日
な
れ
ば
毎
年
経
供
養
あ
り
。
秋
野
坊
経
巻
を
守
護
し
て
伶
人
楽
を
奏
し
、
経 

堂
、
太
子
堂
の
行
道
あ
る
な
り
。
太
子
堂
西
の
庭
上
に
て
舞
楽
あ
る
。
こ
れ
を
俗
に
縁
の 

下
の
舞
と
い
う
」
と
あ
り
ま
し
て
、
も
と
は
旧
三
月
二
日
に
行
わ
れ
ま
し
た
。 

古
来
こ
の
法
事
は
非
公
開
で
あ
っ
て
、
舞
楽
も
衆
人
の
目
に
は
ふ
れ
な
か
っ
た
も
の
で
、 

そ
れ
か
ら
大
阪
の
方
言
の
「
縁
の
下
の
舞
」
と
い
う
こ
と
ば
が
始
ま
っ
た
と
い
わ
れ
て
い 

ま
す
。 

尚
、
こ
の
日
「
如
法
写
経
会
」
の
写
経
も
あ
わ
せ
て
供
養
し
経
堂
に
納
め
ら
れ
ま
す
。 

朸 

朸 

朸 


