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「
ま
ん
ま
ん
茶
房
」 

今
年
の
8
月
19
日
に
開
催
し
ま
し
た
、『
な
か
が
わ
キ
ッ
ズ
サ
ン
ガ
』
を
紹
介
し
ま
す
。 

 

今
回
で
21
回
目
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
『
な
か
が
わ
キ
ッ
ズ
サ
ン
ガ
』
は
、
那
珂
川
町
内
の

お
寺
（
８
ヶ
寺
）
で
共
同
開
催
を
し
て
い
ま
す
。
真
教
寺
と
し
て
は
、
３
回
目
の
会
場
と
な
り
ま

す
。
子
ど
も
た
ち
の
参
加
人
数
が
81
名
と
、
過
去
最
多
と
な
り
ま
し
た
。 

 

内
容
と
し
て
、
仏
讃
（
お
つ
と
め
・
法
話
）
の
後
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
で
水
て
っ
ぽ
う
作
り
を
し

ま
し
た
。
昼
食
は
、
夏
な
ら
で
は
の
流
し
そ
う
め
ん
。
ご
門
徒
の
方
々
に
準
備
し
て
い
た
だ
き
、

大
盛
況
の
中
に
、
お
腹
い
っ
ぱ
い
に
そ
う
め
ん
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
仏
教
婦
人
会
に

よ
る
“
か
し
わ
の
お
に
ぎ
り
”
も
絶
品
で
し
た
。 

 

そ
う
め
ん
流
し
が
初
体
験
の
子
ど
も
い
て
、
す
く
う
の
に
悪
戦
苦
闘
。
食
べ
方
の
マ
ナ
ー
と
と

も
に
、
み
ん
な
で
食
べ
物
を
分
け
合
う
こ
と
の
大
事
さ
も
学
び
ま
し
た
。 

 

さ
あ
、
昼
食
の
後
は
お
楽
し
み
タ
イ
ム
。
縁
日
遊
び
で
盛
り
上
が
り
な
が
ら
、
自
分
で
作
っ
た

水
て
っ
ぽ
う
で
的
当
て
を
し
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
物
足
り
ず
、
着
替
え
を
持
参
し
て
い
ま
し

た
の
で
、
み
ん
な
で
水
て
っ
ぽ
う
合
戦
を
し
ま
し
た
。
途
中
、
キ
ッ
ズ
サ
ン
ガ
名
物
…
？
の
河
童

(

か
っ
ぱ)

さ
ん
が
出
現
！
河
童
さ
ん
が
的
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
、
河
童
は
水
が
大
好
き
、

大
喜
び
だ
っ
た
よ
う
で
す
。 

子
ど
も
た
ち
は
、
思
い
っ
き
り
声
を
出
し
、 

笑
顔
い
っ
ぱ
い
の
時
間
を
過
ご
し
ま
し
た
。 

も
ち
ろ
ん
ス
タ
ッ
フ
の
大
人
も
一
緒
に
！ 

 

 

こ
の
『
な
か
が
わ
キ
ッ
ズ
サ
ン
ガ
』
の
よ
う
な
、 

子
ど
も
の
居
場
所
を
こ
れ
か
ら
も
大
事
に
し
た
い 

と
思
い
ま
す
。 

み
ん
な
み
ん
な
、
ほ
と
け(

阿
弥
陀
さ
ま)

の
子
！ 

（
副
住
職
） 

 

真
教
寺
女
性
の
会
が
、
本
願
寺
新
報 

（
11
月
20
日
号
）
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。 

女
性
な
ら
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。 

お
気
軽
に
ど
う
ぞ
。 

 

そうめん流し作成 

白水良弘さん 

水田勝也さん 

築地正輝さん 

川口正明さん 

除夜の鐘 12 月 31 日(水) 

     午後 11 時 45 分～ 
引き続き  

元旦会 お勤め・法話 

1 月 1 日(木) 

     午前 0 時～ 

寄
贈 

南
畑
村
寺
倉 

 

内
野 

興
平 

 
 
 

当
山
十
五
世
妹 

 
 

サ
ツ
キ 

昭
和
三
十
年 

五
月 

十
七
世
住
職
釈
英
之 

坊
守
照
子 

内
野
サ
ツ
キ
さ
ん
は
前
住
職
の
叔
母
あ
た
る
方
で
す 

鐘
に
は
左
記
の
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
し
た 

昭和三十年に寄

贈されたことが

残っております 

除夜の鐘・元旦会に参拝された方には紅白餅

(メッセージカード付)をお配りしております 

ぜひお参りください。 

真教寺の鐘楼堂です 

除夜の鐘とは？ 
 他宗の寺院では、百八つの煩悩の罪を滅するためと称して、「除夜の鐘」

を撞
つ

く行事もありますが、浄土真宗では、過ぎし一年の念仏生活を振り

返りながら、反省と感謝の念で鐘を撞
つ

き、その音色を阿弥陀さまのおこ

ころ（大慈悲心
だ い じ ひ し ん

）の声として、この身で拝受
はいじゅ

させていただきましょう。 
 

元旦会とは？ 
 新年を迎え、真実のみ教え生かされる身のしあわせをよろこび、念仏

もろともに報恩の生活の第一歩をふみだす法要です。 

 

清風
しょうふう

宝樹
ほうじゅ

をふくときは 

いつつの音声
おんじょう

いだしつつ 

宮
きゅう

商和
しょうわ

して自然
じ ね ん

なり 

清 浄
しょうじょう

勲
くん

を礼
らい

すべし 
＜『浄土和讃』より＞ 


