
 

 
 

 

 

 

 

     

          

              

 

◆
「
い
み
」
？
「
忌
み
」
？
「
斎
み
」
？ 

「 

い
む
」
と
い
う
言
葉
に
は
日
本
人
独
特
の
神

聖
観
念
が
現
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「 

い
み
」
に
は
、

清
浄
な
も
の
を
特
別
扱
い
に
す
る
「 

斎(

い
み)

」

と
、
不
浄
な
も
の
を
特
別
扱
い
す
る
「 

忌(

い
み)

」

と
が
あ
り
、
こ
の
「 

い
み
」
が
、
望
ま
し
い
物
を
尊

重
し
て
「 

斎
む
」
ま
た
は
「 

斎(

い
わ)

う
」
態
度

や
、
望
ま
し
く
な
い
も
の
を
避
け
て
「 

忌
む
」
態

度
と
な
っ
て
、
清
浄
・不
浄
の
観
念
と
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
も
そ
も
清
浄
・不
浄
と
は
具
体
的
に
何
を

い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
▼
「 

清
浄
」
と
は
、
人
間
の

生
活
に
と
っ
て
実
際
に
価
値
が
あ
り
、
望
ま
し
い

も
の
す
べ
て
を
言
い
、
生
命
力
旺
盛
な
も
の
や
さ

ま
、
た
と
え
ば
、
ほ
ん
の
一
例
で
す
が
「 

天(

あ

め)

」
「 

足
る
」
「 

よ
し
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

「 

不
浄
」
と
は
、
罪
穢
れ
と
さ
れ
る
も
の
で
、
人
の

悪
業
、
災
い
な
ど
、
人
々
が
不
吉
と
し
て
憎
み
嫌

う
事
柄
す
べ
て
を
言
い
ま
す
。 

◆
「
ケ
」
の
つ
く
言
葉 

穢
れ(

け
が
れ)

、
御
饌(

み
け)

、
飢
渇(

け
か
ち)

な
ど
、
日
本
語
に
は
「 

ケ
」
の
つ
く
言
葉
が
多
く

あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
漢
字
は
違
い
ま
す
が
、
も

と
も
と
文
字
を
持
た
な
か
っ
た
日
本
語
に
漢
字

を
あ
て
は
め
た
わ
け
で
す
か
ら
、
「 

ケ
」
と
い
う

言
葉
に
何
ら
か
の
特

別
な
意
味
が
あ
る
と

考
え
て
良
い
で
し
ょ
う
。

さ
て
そ
れ
は
一
体
何

で
し
ょ
う
か
。
▼
農
村

社
会
で
あ
っ
た
日
本
で
は
、
稲
米
を
成
長
さ
せ
実

ら
せ
る
生
命
的
な
霊
力
を
「 

ケ
」
と
い
い
、
ま
た

非
日
常
の
状
態
の
「 

ハ
レ
」
に
た
い
し
て
日
常
生

活
の
こ
と
を
「 

ケ
」
と
い
っ
た
り
し
ま
す
。
こ
の
よ

う
に
「 

ケ
」
と
い
う
言
葉
は
、
作
物
を
成
長
結
実

さ
せ
る
霊
力
を
指
し
て
い
ま
す
。
▼
こ
う
考
え
る

と
、
穢
れ
は
「 

ケ
」
枯
れ
で
あ
り
、
た
だ
の
、
き
れ

い
・き
た
な
い
、
と
い
う
観
念
で
は
な
く
、
生
命
力

の
衰
え
と
い
う
日
常
秩
序
の
危
機
を
意
味
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
「 

最
近
ツ
イ
て
な

い
か
ら
お
祓
い
し
て
も

ら
お
う
か
な
」
と
い
う
考

え
に
至
る
の
は
、
無
意
識

の
う
ち
に
「 

ケ
」
の
存
在

を
感
じ
て
い
る
か
ら
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。 

◆
清
き
明
き
誠
の
心
を
も
っ
て 

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
観
念
を
ベ
ー
ス
に

し
た
清
明
心
と
い
っ
た
、
清
く
・明
る
く
・直
く
・正

し
く
、
と
い
っ
た
心
の
あ
り
方
は
、
や
が
て
日
本
人

の
文
学
や
芸
術
、
倫
理
観
に
も
影
響
を
あ
た
え
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
社
会
の
秩

序
も
こ
の
よ
う
な
心
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
長
い

間
保
た
れ
て
き
ま
し
た
。
▼
日
本
人
が
物
質
的
な

豊
か
さ
よ
り
、
心
の
豊
か
さ
を
持
っ
て
い
た
と
言

わ
れ
る
時
代
、
そ
の
時
大
切
に
し
て
い
た
価
値
観

を
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
変
意
義
深
い
こ
と
と

思
い
ま
す
。
今
回
は
日
本
語
を
通
し
て
神
道
に
ま

つ
わ
る
お
話
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
▼
参
考
文

献
『 

神
道
―
日
本
の
民
族
宗
教
―
』
弘
文
堂
発
行 

薗
田
稔
編 

五 

月 

皐さ 

月つ
き 
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１日 月  首  祭月の初めの恒例 

祭祀。 
３日 憲法記念日日本国憲法の 

施行を記念し、国の成長を期する。 

４日 みどりの日自然に親しむと 

ともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 
５日 こどもの日こどもの人格を重んじ、 
こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 

１５日 月 次 祭 月の半ばの恒例祭祀。 
 

本日はよくお参り下さいました 
境内の新緑がまぶしくなってきましたが、皆さまい

かがお過ごしでしょうか。４月８・９日、天皇皇后

両陛下がパラオ共和国を公式訪問し、戦没者の霊を

慰められました。私は「戦争」という言葉だけでは

戦時中にあったことを手に取るようには思い浮かべ

られない世代ですが、最近読んだ小 

説「ビルマの竪琴」の世界とちょう 

ど重なり、日本から遠く離れたとこ 

ろで散華した兵士たちの気持ちに自 

然と思いが馳せられ、一層感慨深い 

ものがありました。「ビルマの竪琴」は、戦時下のビ

ルマ(現在のミャンマー)で戦った日本兵の話です。

フィクションとされていますが、出版当時から登場

人物は私だと名乗り出る人が続出したほど、国民に

支持された児童文学です。反戦でもなく戦争賛美で

もなく、当時あり得た状況を切り取ったような、心

打たれる一冊です。さて、話はかわりますが、書籍

掲載のお知らせです。５月 10 日 枻（えい）出版

社から発行された『横須賀本』の P40 で当社が紹介

されています。是非御覧ください。今月も皆さまの

ご安寧を心よりお祈り申し上げます。権禰宜 道子 

 

 

今月の格言 

「神は正直にして明らかなり 

 故に神明といふ」 
―宮城春意― 

ただ「神」といえばよいのに、何故「神」 

のことを「神明」というのかという問

いに対する一つの説き方である。宮城

春意(みやぎしゅんい)は、林羅山の門下

で、寛文(１６６１～１６７２)の人で、

神儒一致の神道を説いた。 

参考『神道百言』岡田米夫著 

５月２日は八十八夜 

春から夏に移る

節目の日、安 定

した気候となり、

縁起のいい日と

されています。

 

 


