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礼

拝

ら

い

は

い

世
の
中
に
は
多
種
多
様
な

楽
曲
が
あ
り
、
自
分
好
み
の

も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

メ
ロ
デ
ィ
ー
が
い
い
、
歌
詞

の
内
容
に
感
動
し
た
、
歌
っ

て
い
る
人
が
好
き
…
。
な
ぜ

そ
の
楽
曲
が
好
き
な
の
か
、

な
ど
と
分
析
す
る
と
、
せ
っ

か
く
の
良
さ
が
半
減
し
て
し

ま
う
こ
と
も
あ
る
の
で
「
好

き
な
も
の
は
好
き
」
と
い
う

理
由
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

詩
句
の
意
味
を
理
解
す
る
こ

と
で
、
よ
り
深
く
そ
の
世
界

に
入
り
込
め
る
と
思
い
ま
す
。

毎
回
の
宗
教
礼
拝
で
音
楽

法
要
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、

歌
詞
の
意
味
を
考
え
た
こ
と

は
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
今
回

は
「
讃
仏
」
か
ら
本
校
で
学

ん
で
も
ら
い
た
い
こ
と
を
お

伝
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
讃
仏
」
は
も
と
も
と
「
日
中
礼
讃
」
と
い

う
お
経
の
最
初
の
部
分
（
楽
曲
で
い
え
ば
、
歌

詞
の
一
番
に
当
た
る
部
分
）
を
抜
き
出
し
た
も

の
で
す
。
い
つ
も
の
礼
拝
で
は
皆
で
歌
っ
て
い

ま
す
の
で
、
歌
詞
と
し
て
の
詩
句
は
覚
え
て
い

る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
聖
歌
集
に
は
歌
詞

と
し
て
ひ
ら
が
な
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
そ

の
意
味
を
知
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
事
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
詩
句
を
漢
文
に
直

す
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

①
南
無
至
心
帰
命
礼

西
方
阿
弥
陀
仏

②
弥
陀
身
色
如
金
山

相
好
光
明
照
十
方

③
唯
有
念
仏
蒙
光
摂

当
知
本
願
最
為
強

④
六
方
如
来
舒
舌
証

専
称
名
号
至
西
方

⑤
到
彼
華
開
聞
妙
法

十
地
願
行
自
然
彰

⑥
願
共
諸
衆
生

往
生
安
楽
国

訳①
阿
弥
陀
さ
ま
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
、
身
も
心

も
さ
さ
げ
て
西
方
浄
土
の
阿
弥
陀
さ
ま
を
拝
み

ま
す
。

②
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
身
体
は
金
の
山
の
よ
う
で

あ
り
、
そ
の
お
身
体
か
ら
放
た
れ
る
明
る
い
光

は
あ
ら
ゆ
る
世
界
を
照
ら
し
て
下
さ
い
ま
す
。

③
そ
の
み
光
を
受
け
て
、
救
っ
て
頂
け
る
の
は
、

お
念
仏
を
称
え
る
者
だ
け
で
す
。
「
私
の
名
を

称
え
る
者
が
、
も
し
極
楽
に
生
ま
れ
な
い
な
ら

ば
、
私
は
覚
り
を
開
き
ま
せ
ん
」
と
誓
わ
れ
た

阿
弥
陀
さ
ま
は
、
今
現
在
、
極
楽
世
界
で
覚
り

を
開
か
れ
て
い
ま
す
。
か
つ
て
誓
わ
れ
た
大
切

な
願
は
虚
し
い
も
の
で
は
な
く
、
最
も
勝
れ
て

い
る
こ
と
を
知
る
べ
き
で
す
。

④
あ
ら
ゆ
る
世
界
の
仏
さ
ま
た
ち
が
、
広
く
て

長
い
舌
を
お
出
し
に
な
り
「
た
だ
阿
弥
陀
さ
ま

の
お
名
前
を
称
え
る
だ
け
で
、
西
方
極
楽
浄
土

に
至
る
」
と
い
う
こ
と
を
証
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑤
そ
し
て
極
楽
に
到
着
す
る
と
、
蓮
（
は
ち
す
）

の
花
が
開
き
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
、
不
思
議
な
ほ

ど
に
優
れ
た
説
法
を
聞
き
、
菩
薩
の
修
め
る
べ

き
願
い
と
行
い
を
自
ら
具
え
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
す
。

⑥
願
わ
く
は
、
多
く
の
人
々
と
共
に
阿
弥
陀
さ

ま
の
極
楽
浄
土
へ
往
生
で
き
ま
す
よ
う
に
。

讃
仏
の
最
後
の
詩
句
、
「
共
に
極
楽
浄
土
に

往
生
す
る
」
と
は
、
ま
さ
に
本
校
の
創
設
者
、

獅
谷
佛
定
（
し
し
た
に
ぶ
つ
じ
ょ
う
）
上
人
の

創
設
の
願
い
で
あ
る
「
三
宝
帰
依
」
の
仏
教
精

神
そ
の
も
の
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、
本
校
で
学

ん
で
欲
し
い
こ
と
と
は
、
こ
の
学
園
に
集
う
す

べ
て
の
人
が
、
あ
ら
ゆ
る
生
き
と
し
生
け
る
も

の
と
と
も
に
、
「
明
る
く
正
し
く
仲
よ
く
」
生

き
て
い
く
自
分
を
築
き
上
げ
、
将
来
に
お
い
て

も
そ
の
気
持
ち
を
大
切
に
持
ち
続
け
て
い
く
と

い
う
日
常
の
心
構
え
な
の
で
す
。

次
回
の
礼
拝
か
ら
は
、
讃
仏
の
歌
詞
の
意
味

や
建
学
の
精
神
を
思
い
、
今
ま
で
以
上
に
心
を

込
め
て
音
楽
法
要
を
勤
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
そ
の
心
を
以
て
日
々
の
生
活
を
よ
り
よ

い
も
の
に
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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宗教礼拝 音楽法要より
～本校で学んで欲しいこと 讃仏（さんぶつ）～


