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　　「

祈
る
」
と
い
う
こ
と　

　 

「
特
に
神
頼
み
す
る
ほ
ど
の
困
っ
た

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」と
い
う
人
は
、

と
て
も
幸
せ
な
こ
と
で
す
。

　

で
も
、
生
き
て
い
る
と
、
い
つ
も

い
つ
も
、
幸
せ
で
あ
る
と
は
か
ぎ
り

ま
せ
ん
よ
ね
。

　

時
に
は
悲
し
い
こ
と
、
苦
し
い
こ

と
、
大
変
な
こ
と
が
起
こ
り
ま
す
。

誰
に
も
打
ち
明
け
ら
れ
な
い
悩
み

や
、
苦
し
み
が
あ
る
時
に
は
、
ど
う

か
そ
っ
と
、
手
を
合
わ
せ
て
み
て
く

だ
さ
い
。

　

誰
に
聞
い
て
も
ら
え
な
く
て
も
、

神
さ
ま
は
聞
い
て
く
だ
さ
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
ど
う
に
か
こ
う
に
か
、

苦
し
み
を
乗
り
越
え
た
時
に
も
、
心

に
わ
き
あ
が
る
よ
ろ
こ
び
の
ま
ま

に
、
神
さ
ま
に
手
を
合
わ
せ
ま
し
ょ

う
。

　

空
に
も
、
海
に
も
、
山
に
も
、
そ

し
て
私
た
ち
の
心
の
中
に
も
、
神
さ

ま
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

さ
ぁ
、
お
参
り
し
ま
し
ょ
う

　

礼
拝
は
、ま
ず
揖
（
浅
い
礼
）
を
１
回
。

拝
（
深
い
礼
）
を
２
回
し
て
か
ら
、
４

拍
手
、
拝
の
後
、
体
を
起
こ
し
て
祝の

り
と詞

を
奏
上
し
ま
す
。

「
１
揖
、
２
拝
、
４
拍
手
」

と
調
子
が
良
い
の
で
、
声
に
出
し
て
み

る
と
覚
え
や
す
い
で
す
よ
。

　

祝
詞
を
奏
上
し
た
後
は
拝
を
し
、
４

拍
手
、
１
拝
、
１
揖
し
て
終
わ
り
ま
す
。

　

お
参
り
の
作
法
は
何
度
も
や
っ
て
み

る
こ
と
で
、
自
然
と
身
に
つ
い
て
き
ま

す
。
慣
れ
な
い
う
ち
は
、
作
法
を
よ
く

知
っ
た
人
と
一
緒
に
お
参
り
し
ま
し
ょ

う
。

　

さ
あ
、
こ
こ
ま
で
で
、
お
参
り
の
仕

方
は
分
か
り
ま
し
た
か
な
？

　

神
社
で
は

　

多
く
の
の
神
社
の
参
拝
作
法
は
、
大

本
と
少
し
違
っ
て
い
て
、
２
拝
（
礼
）、

２
拍
手
、
ご
祈
願
の
後
、
１
拝
（
礼
）

し
ま
す
。（
お
賽さ

い
せ
ん銭
は
最
初
に
入
れ
ま

す
。
鈴
が
あ
る
場
合
は
、
お
賽
銭
を
入

れ
た
後
に
鳴
ら
し
ま
す
）

　

中
に
は
、
八
拍
手
を
す
る
神
社
も
あ

る
よ
う
で
す
。

　～ 礼拝の作法 ～

大本いろは 2

みろく博士

　

初
詣
や
、
七
五
三
の
お
参
り
、
交

通
安
全
祈
願
、
合
格
祈
願
、
安
産
祈

願
に
良
縁
の
お
願
い
な
ど
…
。

　

私
た
ち
は
、
そ
の
時
々
に
、
神
さ

ま
に
お
参
り
を
し
ま
す
よ
ね
。

　

食
事
な
ど
に
作
法
が
あ
る
よ
う
に
、

神
さ
ま
に
お
参
り
す
る
時
に
も
、
作

法
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
そ
の
作
法
、
礼
拝
の
仕

方
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
と
て
も
基

本
的
な
こ
と
だ
か
ら
、
す
ぐ
に
覚
え

ら
れ
ま
す
よ
。

　

さ
て
、
そ
の
前
に
、
ま
ず
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
は
何
だ
か
、
分
か
る
か
な
？

さあ、

お参りしましょう
～ 礼拝の作法 ～

お参りしま
～ 礼拝の作法 ～

さあ、さあ、

お参りしまお参りしま



　

ま
ず
は
お
清
め　

　

お
参
り
の
前
に
は
、
手
を
洗
い
、
口
を

す
す
ぎ
、
心
身
を
清
め
ま
す
。

　

手ち
ょ
う
ず
ば
ち

水
鉢
や
つ
く
ば
い
が
あ
る
と
こ
ろ
で

は
、
手
水
鉢
の
水
を
使
っ
て
お
清
め
し
ま

し
ょ
う
。

　

で
は
こ
れ
か
ら
、
お
清
め
の
作
法
に
つ

い
て
順
番
に
紹
介
し
ま
す
。

③ 

柄
杓
を
右
手
に
持
ち
直
し

て
水
を
く
み
、
柄
杓
の
半
分

ほ
ど
の
水
を
左
手
に
受
け
て
、

口
を
す
す
ぐ

（
柄
杓
に
は
直
接
口
は
つ
け
ま
せ
ん
）

　

昔
は
川
で
…

　　
紹
介
し
た
作
法
で
は
、
水
を
２
回
く

み
ま
す
が
、
柄
杓
１
杯
の
水
で
、
両
手

と
口
を
清
め
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

昔
は
、
川
や
井
戸
端
で
水
を
浴
び
て
、

全
身
を
清
め
て
か
ら
、
神
さ
ま
に
お
参

り
を
し
た
そ
う
で
す
。

　

手
水
鉢
で
清
め
て
い
る
の
は
手
と
口

だ
け
で
す
が
、
気
持
ち
の
上
で
は
全
身

と
心
を
清
め
る
つ
も
り
で
行
い
ま
し
ょ

う
。

　

こ
の
作
法
は
、
一
般
の
神
社
に
お
参

り
す
る
時
や
、
お
茶
席
に
入
席
す
る
時

も
同
じ
で
す
。
覚
え
て
お
く
と
、
い
ろ

ん
な
と
こ
ろ
で
役
に
立
ち
ま
す
よ
。

　
「
手
水
鉢
」
と
は
…　

　
神
社
な
ど
に
行
く
と
、
参
拝
者
が

手
や
口
を
す
す
ぎ
清
め
る
た
め
に
、

く
ぼ
み
に
水
が
注
が
れ
て
い
る
大
き

な
石
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
上
に
は
数

本
の
柄ひ

し
ゃ
く杓
が
置
か
れ
て
あ
り
、
こ
れ

を
「
手
水
鉢
」（
低
く
据
え
付
け
ら

れ
て
い
る
の
を
〝
つ
く
ば
い
〞
と
称

す
）
と
い
い
ま
す
。　

 

　
手
や
口
を
清
め
る
こ
と
で
、
あ
わ

せ
て
心
を
洗
い
清
め
る
と
い
う
こ
と

か
ら
、
よ
く
石
の
側
面
に
「
洗
心
」

の
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

① 

柄ひ
し
ゃ
く杓
を
右
手
で
持
っ
て
水
を

く
み
、柄
杓
の
半
分
ほ
ど
の
水
で
、

左
手
を
清
め
る　
　

② 

柄
杓
を
左
手
に
持
ち
か
え
、

残
り
の
水
で
右
手
を
清
め
る

④ 

柄
杓
を
縦
に
し
て
、
残
り
の

水
を
柄
に
沿
っ
て
流
し
清
め
、

元
の
通
り
に
柄
杓
を
置
く

　

柄
杓
の
柄
を
清
め
る
の
は
、
次
の
人

が
気
持
ち
よ
く
使
え
る
よ
う
に
…
と
の

思
い
や
り
で
す
。

洗 心

洗 心

大本いろは

　
「
お
じ
ぎ
」
は
２
種
類

　

さ
て
、
お
清
め
も
終
わ
っ
て
、
い
よ
い

よ
お
参
り
。
で
は
、
お
じ
ぎ
の
作
法
を

説
明
し
ま
し
ょ
う
。

 

「
お
じ
ぎ
」
は
た
だ
頭
を
下
げ
て
い
る
だ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。

　

お
参
り
す
る
時
の
「
お
じ
ぎ
」
は
２

種
類
あ
り
ま
す
。

　

頭
と
上
半
身
を
ま
っ
す
ぐ
に
し
た
ま

ま
、
腰
か
ら
約
30
度
前
に
倒
す
浅
い
お

じ
ぎ
（
礼
）

　

こ
れ
を
、
揖ゆ
う 

と
い
い
ま
す
。

　

拍
手
の
仕
方

　

続
い
て
拍は
く
し
ゅ手
（
か
し
わ
手
と
も
い
い

ま
す
）
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
拍
手
も
、

き
ち
ん
と
し
た
仕
方
で
す
る
と
、
い
い

音
が
出
る
よ
う
に
な
り
ま
す
よ
。

① 

両
手
を
合
わ
せ
て
、
指
先
が

鼻
の
高
さ
に
な
る
く
ら
い
ま
で

上
げ
ま
す
。（
こ
の
時
、少
し
ひ
じ
を
張
っ

て
、腕
は
「
く
」
の
字
に
曲
が
っ
て
い
ま
す
）

③ 

両
手
を
肩
幅
よ
り
少
し
広
く
、

静
か
に
左
右
に
開
い
て
、
手
を

４
回
打
ち
合
わ
せ
ま
す
。
一
回

一
回
を
、
同
じ
早
さ
で
打
つ
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

② 

合
わ
せ
た
手
の
ひ
ら
か
ら
、

右
手
を
手
前
に
引
き
ま
す
。

　
　

  

（
左
手
の
指
の
第
２
関
節
ま
で
）

　

豆
知
識

　　

私
た
ち
は
演
劇
や
、
音
楽

な
ど
を
見
て
聞
い
て
感
動
し

た
時
、
そ
れ
を
讃た

た

え
て
拍
手

を
し
ま
す
。
拍
手
は
感
動
や

喜
び
の
表
れ
な
の
で
す
。
同

じ
よ
う
に
、
お
参
り
の
時
の

拍
手
は
、
神
さ
ま
を
お
讃
え

す
る
と
と
も
に
、
感
謝
や
喜

び
の
気
持
ち
を
こ
め
ま
す
。

　

大
本
で
は
、
神
さ
ま
に
対

し
て
４
回
拍
手
を
し
ま
す
。

日
本
で
は
古
来
か
ら
拍
手
の

こ
と
を
八や

ひ
ら
で

平
手
と
い
い
ま
す
。

左
手
と
右
手
で
一
平
手
ず
つ
、

４
拍
手
す
る
と
八
平
手
と
な

り
ま
す
。
こ
れ
は
古
く
か
ら

の
作
法
を
そ
の
ま
ま
取
り
入

れ
た
も
の
で
す
。

　

ご
先
祖
さ
ま
に
対
し
て
は
、

２
拍
手
を
し
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は 

拝は
い 

と
い
っ
て
、
深
く
、

約
90
度
く
ら
い
ま
で
お
じ
ぎ
（
礼
）
を

し
ま
す
。


