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旅
行
な
ど
で
長
く
家
を
留
守
に
す
る
場
合
、
お

給
仕
は
ど
う
し
ま
す
か
？

神
さ
ま
、
祖
霊
さ
ま
は
、
そ
の
人
の
ま
ご
こ
ろ

を
受
け
ら
れ
ま
す
。
で
す
の
で
、
出
掛
け
る
前

に
、
気
持
ち
と
し
て
い
つ
も
よ
り
多
く
の
お
洗

米
を
盛
り
付
け
、
礼
拝
の
時
に
留
守
中
の
お
給

仕
で
あ
る
旨
を
奏
上
し
、
お
許
し
を
願
う
よ
う

に
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
時
、
お
供
え

す
る
お
米
は
洗
わ
な
く
て
も
構
い
ま
せ
ん
。
留

守
の
間
、
お
給
仕
は
お
供
え
し
た
ま
ま
に
し
ま

し
ょ
う
。

お
給
仕
や
お
供
え
を
怠
る
と
ど
う
な
り
ま
す

か
？

私
た
ち
は
神
さ
ま
の
み
恵
み
に
よ
っ
て
、
日
々

食
事
を
頂
き
、
生
活
し
て
い
ま
す
。
一
方
、
霊

界
の
ご
先
祖
さ
ま
は
、
私
た
ち
が
お
供
え
す
る

こ
と
で
、
そ
の
ま
ご
こ
ろ
を
受
け
て
、
ま
す
ま

す
向
上
、
安
定
さ
れ
、
そ
の
祖
霊
さ
ま
の
喜
び

が
ま
た
、
現
界
の
子
孫
に
良
い
影
響
を
与
え
る

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
ご
先
祖
さ
ま

と
私
た
ち
は
、
持
ち
つ
持
た
れ
つ
の
一
体
的
な

関
係
な
の
で
す
。
で
す
の
で
、
お
供
え
を
怠
る

と
、ご
先
祖
さ
ま
が
や
る
せ
な
い
思
い
を
さ
れ
、

申
し
訳
の
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

AQA

　

毎
日
の
お
給
仕
に

　
　
〝
ま
ご
こ
ろ
〞
を
込
め
て

　

聖
師
さ
ま
は
お
供
え
物
に
つ
い
て
、

 

「
神
に
供
え
物
を
な
す
と
き
は
、
心
を
清
ら
か
に
し
て

供
え
物
を
な
す
べ
し
。
不
和
な
る
家
の
供
え
物
は
神
こ

れ
を
受
け
た
ま
わ
ず
。
神
は
な
ん
じ
ら
の
供
え
ま
つ
る

そ
の
あ
つ
き
心
を
見
て
、
喜
び
た
ま
え
ば
な
り
」

と
、
お
示
し
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
尊
師
さ
ま
は
、

 
「
神
さ
ま
へ
お
給
仕
す
る
際
に
は
、
ま
ず
第
一
に
気
持

ち
を
き
れ
い
に
せ
ね
ば
い
け
な
い
。
神
さ
ま
へ
は
気
持

ち
は
す
ぐ
通
ず
る
も
の
で
あ
る
」

と
、
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
神
さ
ま
は
お
供
え
物
そ
の
も
の
を
受

け
取
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
供
え
る
人
の
気
持
ち
を
く

み
取
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
そ
の
お
供
え
物
が
安
価
な
も

の
で
あ
ろ
う
と
、
神
さ
ま
は
そ
れ
に
込
め
ら
れ
た
〝
ま

ご
こ
ろ
〞
を
受
け
ら
れ
、
お
喜
び
に
な
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
対
し
て
ご
神
徳
を
施
さ
れ
る
の
で
す
。

Q

お 給 仕

　

私
た
ち
は
一
日
と
し
て
食
事
を

取
ら
な
い
日
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

の
食
べ
物
は
全
て
、
神
さ
ま
の
み

恵
み
に
よ
っ
て
頂
い
て
い
る
も
の

で
す
。

 

〝
お
給
仕
〞
と
は
、
こ
う
し
て
生

か
さ
れ
て
い
る
日
々
の
感
謝
の
気

持
ち
を
形
に
表
し
た
も
の
で
す
。

　

で
は
、〝
お
給
仕
〞
は
ど
の
よ

う
に
行
う
の
で
し
ょ
う
か
？

　

詳
し
く
ご
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

大本いろは 51

みろく博士みろく博士みろく博士

　

お
給
仕
Q
＆
A



　
　

い

ｎ
水
に

ｚ
大本いろは

　

お
給
仕
と
は･･･

　

私
た
ち
が
日
々
食
事
を
し
、
無
事
に
過

ご
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
感
謝
の
心
を

形
に
表
し
た
も
の
が
〝
お
給
仕
〞
で
す
。

　

万
物
を
生
か
し
育
む
た
め
に
欠
か
せ
な

い
火
・
水
・
土
の
中
の
〝
水
〞
と
、
食
を

代
表
し
て
、
私
た
ち
の
主
食
で
あ
る
〝
米
〞

を
、
毎
朝
、
大
神
さ
ま
と
祖
霊
さ
ま
に
お

供
え
し
ま
す
。

　

お
給
仕
を
す
る
こ
と
は
、
天
地
の
ご
恩

に
感
謝
す
る
、
信
仰
生
活
の
基
本
と
も
い

え
ま
す
。　
　

親指が縁の上に

かからないように

気をつけるんじゃよ〜

　

三
方
の
持
ち
方
と
供
え
方

　　

三
方
を
さ
さ
げ
持
つ
際
、
息
が
か
か
ら

な
い
よ
う
、
目
の
辺
り
ま
で
上
げ
ま
し
ょ

う
。

　

縁
の
横
に
親
指
を
当
て
、
人
さ
し
指
と

中
指
を
縁
の
下
面
に
、
他
の
二
指
を
胴
に

そ
ろ
え
て
添
え
ま
す
。

　

お
明
か
り
を
灯と

も

し
た
神
床
に
三
方
を

持
っ
て
進
み
、
お
供
え
し
ま
す
。

　

祖
霊
さ
ま
に
は
日
供
膳
を

　　

祖
霊
さ
ま
に
は
、
お
給
仕
の
他
に
、
日に

っ

供く

膳ぜ
ん

を
お
供
え
し
ま
す
。

　

特
に
朝
に
限
ら
ず
、
夕
食
時
な
ど
ご
飯

を
炊
い
た
と
き
に
、
最
初
に
日
供
用
の
茶ち

ゃ

碗わ
ん

に
三
杯
で
ご
飯
を
盛
り
、
汁
、
お
菜
、

漬
物
、
お
茶
な
ど
と
共
に
お
供
え
し
ま
す
。

　

こ
の
時
、〝
今
日
も
大
神
さ
ま
の
み
恵
み
、

ご
先
祖
さ
ま
の
お
か
げ
で
食
事
を
頂
く
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ど
う
ぞ
お
召
し
上
が
り

く
だ
さ
い
〞
と
い
う
気
持
ち
で
お
供
え
さ

れ
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
ま
ご
こ
ろ
は
、
祖
霊
さ
ま
に
と
っ

て
大
き
な
喜
び
で
あ
り
、
力
に
な
る
と
示

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ご
神
前
・
お
宮
の
清
掃

　

お
給
仕
を
す
る
前
に
、
ご
神
前
と
お
宮

の
清
掃
を
行
い
ま
す
。
こ
の
と
き
、布
巾（
さ

ら
し
）
は
必
ず
大
神
さ
ま
用
、
祖
霊
さ
ま

用
で
分
け
て
く
だ
さ
い
。

　

お
給
仕
の
心
得

　

前
述
の
通
り
、
感
謝
の
気
持
ち

を
表
し
た
も
の
が
お
給
仕
で
す
の

で
、
ま
ご
こ
ろ
を
込
め
て
、
明
る
く
、

敬け
い

虔け
ん

な
気
持
ち
で
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
ょ
う
。

　

お
給
仕
の
仕
方　大神さま・祖霊さま

のお供えに必要なだ
けのお米をざるに入
れて、スプーンなど
を使い、数回水を替
えながら洗います。
（お洗米）

どうして３杯で
　　　　盛るの？

「神様には三杓
しゃく

子
し

と定めら
れているのは、第三天国に
一杯、第二天国に一杯、第
一天国に一杯、都合三杯盛
るわけだ。八

やち

衢
また

は二杯、地
獄は一杯である。死後天国
に昇らんことを希

こいねが

うもの
は、ご飯も三杓子盛って食
べるようにする
がよい」（『水鏡』）
との、聖師さま
のお示しによる
ものです。

神さま用のやかん（容
器）に、その日最初
のお水をくみ、お給
仕に用います。

１三方の胴には三つの
穴があります。その
中央の穴と、三方の
縁のとじ目がある所
が三方の正面に当た
ります。
正面手前にお洗米、
中央奥にお水、真ん
中にふたをのせます。

５ 水気を切ったお洗米
を、上座側（向かっ
て右側）のかわらけ
に盛ります。この時、
一つのかわらけに対
し、３杯に分けて盛
りましょう。続いて、
下座側のかわらけに
も盛り付けます。

４

①
専
用
の
布
巾
で
、
お
宮
の
ほ
こ
り
を

　

取
り
除
き
ま
す
。

②
八は

っ

足そ
く

、
床
の
順
番
に
か
ら
拭
き
を
行

　

い
ま
し
ょ
う
。

　

一
家
が
健
康
で
、
和
合
し
、
栄
え
て
い

る
家
は
、
ま
ず
神
床
が
清
潔
で
あ
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
神
さ
ま
の
お
光
を
頂
く

た
め
に
も
、
普
段
か
ら
神
床
を
清
潔
に
保

つ
こ
と
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

２

水玉の８分目までお
水を入れます。神床
までの移動距離が長
い場合などは、適宜、
ふたを閉めておくと
よいでしょう。

３

三方を切り火で清め
た後、三方の正面が
こちらに見える向き
でお供えします。

６

朝拝が終われば、すぐにお
下げしましょう。お下げ
したお水は「ご神水」とし
て頂きます。料理などで使
わせていただいてもよいで
しょう。お洗米はご飯
を炊くときに、他の米
と合わせて炊きます。

７

も盛り付けます。

三方・かわらけ・水玉は、

バランスの取れた大きさ

のものを使うんじゃ！

でお供えします。

親指が縁の上に

水玉ふた

お洗米

かわらけ

三方

正面


