
礼
を
お
許
し
く
だ
さ
い
」
で
も
本
店
の
研
修
期
間
は
あ

と
一
週
間
く
ら
い
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
す
る
と
若

い
店
長
は
言
い
ま
す
。
「
ラ
ー
メ
ン
の
作
り
方
は
誰
で

も
二
、
三
日
で
覚
え
ら
れ
ま
す
。
で
も
大
切
な
の
は
ラ

ー
メ
ン
の
味
な
ん
で
す
。
味
は
心
な
ん
で
す
。
心
と
は

お
礼
の
心
な
ん
で
す
。
も
う
貴
方
は
大
丈
夫
で
す
」
と
。 

※
福
間
先
生
は
、
今
度
の
「
永
代
経
法
要
」
の
ご
講
師
で
す
。 

 
 

  
 

  

 

 
 

『
礼
拝
に
つ
い
て
』 

 
 

福
間
義
朝 

（
広
島
県
三
原
市 

教
専
寺
） 

 

 
 

 

 

「
一
同
合
掌
礼
拝
」
と
よ
く
仏
事
で
耳
に
さ
れ
る
こ
と

と
思
い
ま
す
。
礼
拝
と
は
深
く
頭
を
下
げ
る
こ
と
で
す

が
、
形
だ
け
頭
を
下
げ
る
の
で
は
な
く
、
頭
を
下
げ
る
そ

の
心
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
頭
を
下
げ
る
こ
と
と
頭
が

下
が
る
と
い
う
こ
と
は
違
い
ま
す
。
多
く
の
お
陰
に
よ
り

生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
て
自
ら
の
頭
が
自

然
に
下
が
っ
て
し
ま
う
の
が
仏
法
の
働
き
で
す
。 

 

以
前
テ
レ
ビ
で
あ
る
ド
キ
メ
ン
タ
リ
ー
を
観
ま
し
た
。

不
景
気
の
中
五
十
代
の
大
手
企
業
の
課
長
さ
ん
が
希
望

退
職
を
し
て
、
そ
の
退
職
金
で
妻
と
ラ
ー
メ
ン
の
チ
ェ
ー

ン
店
を
始
め
る
話
で
す
。
チ
ェ
ー
ン
店
で
す
か
ら
資
金
は

自
分
が
出
し
て
自
分
で
運
営
し
て
も
、
看
板
や
ラ
ー
メ
ン

の
作
り
方
や
食
材
は
東
京
の
本
店
の
指
導
に
頼
る
と
い

う
シ
ス
テ
ム
で
す
。
そ
こ
で
店
を
始
め
る
に
当
た
っ
て
そ

の
脱
サ
ラ
し
た
課
長
さ
ん
は
一
ヶ
月
間
東
京
の
本
店
に

ラ
ー
メ
ン
の
作
り
方
を
学
び
に
行
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

さ
て
そ
の
本
店
で
ラ
ー
メ
ン
作
り
等
を
教
え
る
店
長
さ

ん
は
何
と
ま
だ
三
十
歳
く
ら
い
の
若
者
で
す
。
他
に
も
全

国
か
ら
チ
ェ
ー
ン
店
を
始
め
よ
う
と
い
う
人
が
何
人
か

そ
の
店
で
修
業
し
て
い
ま
す
が
、
元
課
長
さ
ん
が
一
番
の

年
配
の
よ
う
で
す
。
す
る
と
若
い
店
長
は
一
番
上
の
課
長

さ
ん
に
対
し
て
特
に
冷
た
く
厳
し
く
接
し
ま
す
。
最
初
課

長
さ
ん
は
店
の
入
り
口
に
立
っ
て
お
客
さ
ん
頭
を
下
げ

 

て
挨
拶
を
さ
せ
ら
れ
ま
す
。「
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
」
お

客
さ
ん
が
帰
る
時
は
「
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
し
か
し

若
い
店
長
は
課
長
さ
ん
に
怒
鳴
り
ま
す
。「
全
く
礼
に
な

っ
て
い
な
い
」
彼
は
大
声
を
張
り
上
げ
て
精
一
杯
お
礼
を

し
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
で
も
駄
目
だ
と
言
わ
れ
ま
す
。
他

の
人
は
ラ
ー
メ
ン
の
作
り
方
等
を
厨
房
で
教
え
て
も
ら

っ
て
い
る
の
に
彼
だ
け
は
来
る
日
の
入
り
口
に
立
た
さ

れ
て
頭
を
下
げ
て
は
挨
拶
を
し
ま
す
。
課
長
さ
ん
は
屈
辱

感
と
悔
し
さ
で
涙
が
流
れ
ま
す
。
彼
は
も
の
大
企
業
の
課

長
で
多
く
の
部
下
を
指
揮
し
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
が
息

子
の
よ
う
な
若
者
に
怒
鳴
ら
れ
て
ば
か
り
い
る
の
で
す
。

彼
の
プ
ラ
イ
ド
は
剝
ぎ
取
ら
れ
て
ゆ
き
ま
す
。
絶
望
の
中

で
そ
れ
で
も
彼
は
毎
日
店
の
入
り
口
に
立
ち
続
け
ま
す
。

す
る
と
ど
ん
底
の
彼
に
は
だ
ん
だ
ん
と
お
客
さ
ん
の
表

情
が
下
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
家
族
づ
れ
の

お
客
さ
ん
の
中
の
幼
い
子
が
慣
れ
な
い
箸
で
ラ
ー
メ
ン

を
す
す
っ
て
い
る
の
を
微
笑
み
な
が
ら
見
つ
め
ま
す
。
そ

の
子
が
箸
を
落
と
し
た
ら
す
ぐ
に
か
け
よ
っ
て
新
し
い

箸
を
や
さ
し
く
渡
し
ま
す
。
お
客
さ
ん
が
帰
る
時
は
心
か

ら
「
有
難
う
」
と
い
い
ま
す
。
彼
は
ど
の
お
客
さ
ん
に
も

顔
を
見
て
心
か
ら
お
礼
を
し
ま
す
。「
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

せ
」「
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
そ
の
声
は
店
内
に
響
く

よ
う
に
な
り
ま
す
。
す
る
と
若
い
店
長
が
彼
の
所
へ
歩
み

よ
っ
て
来
て
両
手
が
彼
の
手
を
握
り
締
め
ま
す
。
若
い
店

長
さ
ん
の
眼
に
は
涙
が
溢
れ
て
い
ま
す
。「
や
っ
と
お
礼

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
ね
。
貴
方
と
最
初
会
っ
た

時
と
て
も
エ
リ
ー
ト
意
識
の
強
い
人
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

貴
方
は
お
客
さ
ん
を
物
の
よ
う
に
見
て
い
ま
し
た
。
で
す

か
ら
貴
方
に
は
特
に
厳
し
く
当
た
り
ま
し
た
。
若
造
の
失

阿
弥
陀
さ
ま
か
ら
の
お
手
紙 

彼岸入りを前に開座しました。いつもはご講師を

お迎えしてご法話をいただきますが、「春季・彼岸会」

は隔年で住職が法話をしております。阿弥陀さま、

そして皆さまのお育てに感謝感謝です。 

～春季・彼岸会～（2025年 3月 14日） 

仏教婦人会法座は年 2回開座しています。

今回よりお斎が再開されました。那珂川市内

の他のお寺（7 ヶ寺）より仏教婦人会役員

方々もご参拝されます。伝統的に“参り合い”

という習慣があります。お斎再開の中、いつ

もの賑やかな雰囲気が戻ってきました。 

～「元旦会」と除夜の鐘～（2024年 12月 31日/2025年 1月 1日） 

除夜の鐘が鳴り響く中に新

年をお迎えしました。本堂でお

勤めの後に、参拝者へ紅白餅

（法語メッセージ入り）を配布

しています。108個の紅白餅も

全て無くなりました。ご参拝、

有り難うございました。 

～秋の仏教婦人会法座～（2024 年 10月 30日） 

～「親鸞聖人・報恩講法要」並びに 

「新納骨堂（第４納骨堂）落成法要～ 

今年の「報恩講」は、新納骨堂（第 4納

骨堂）の落成法要を併せてお勤めしまし

た。13日には雅楽の奏楽が入り、14日は

お斎を仏教婦人会役員の皆さまにご準備

いただきました。報恩講でのお斎再開を

参拝者の皆さまが大変喜ばれておられま

した。ご準備有り難うございました。 

ご講師 北嶋師 

残暑の中にも、多くのご参拝をいただきました。ご講師

の北嶋師より阿弥陀さまの御心を尊くお取次ぎいただき

ました。お浄土に想いを馳せた彼岸のお時間でした。 

ホームページでは

新聞や最新情報を

掲載してます 

HP QR コード 

真教寺 那珂川 

～秋季・彼岸会～（2024 年 9月 19日） 

ご先祖を偲ぶ尊い時間がお盆です。ご自宅のお仏壇内にあ

る過去帳またはお位牌をご持参いただいた方々には、ご尊前

にご安置してお勤めをしています。今ここに、いのちのつな

がりに感謝するのがお盆でもあります。 

～お盆法座～（2024 年 8月 13・14・15日） 

（2024年 11月 13・14日） 


