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                   「風鈴供養」 

延命寺では、６月から９月までの間、風鈴のご供養を行っています。  
堂内には、申し込まれたお宅の亡き人・ご先祖様のご戒名が書かれた風鈴が飾られて 
毎朝のお勤めの際に、そのご戒名を読ませていただいております。 
風を受けて揺れる姿や心地の良い音を聞いていると、各家の亡き人・ご先祖様が喜んで 
くださっているように思えます。           ※お申込みは随時受け付けております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

延
命
寺
報 

慈
光 

 

住
職
挨
拶 

「お
寺
で
朝
活
し
ま
せ
ん
か
」  

 
 

阿
部
雄
峰 

 

延
命
寺
の
朝
は
四
時
起
床
で
す
。
四
時
五
十
分
か
ら
坐
禅
、
五
時
三

十
分
か
ら
朝
の
お
勤
め(

朝
課)

を
行
って
い
ま
す
。 

朝
の
坐
禅
は
、
大
変
気
持
ち
が
よ
い
も
の
で
す
。
一
呼
吸
、
一
呼
吸
に

集
中
し
、
す
べ
て
の
雑
念
を
捨
て
て
、
坐
り
ま
す
。 

あ
る
心
理
学
者
は
「人
と
い
う
も
の
は
、
人
生
の
約
七
〇
％
、
考
え
て
も

し
ょ
う
が
な
い
こ
と
を
考
え
て
生
活
し
て
い
る
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
具
体

的
に
は
過
去
や
未
来
の
こ
と
で
す
。 

た
と
え
ば
、
過
去
の
こ
と
を
考
え
て
、
「
あ
の
時
こ
う
し
な
け
れ
ば
」
と
嘆

い
た
り
、
「
あ
の
人
に
こ
ん
な
こ
と
を
言
わ
れ
た
」
と
腹
を
立
て
た
り
。
ま

た
、
未
来
を
思
っ
て
「
こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
の
か
」
と
不
安
に
な
っ
た
り
し
ま

す
。
過
去
は
変
え
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
し
、
未
来
は
今
の
自
分
の
努
力
で

変
わ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
過
去
や
未
来
の
こ
と
は
い
く
ら
考
え
て
も
仕

方
が
な
い
の
で
す
。
過
去
や
未
来
の
こ
と
に
と
ら
わ
れ
る
か
ら
、
心
が
常
に

ざ
わ
つ
い
て
、
安
楽
が
得
ら
れ
な
い
の
で
す
。
坐
禅
を
す
る
と
、
そ
う
い
う

雑
念
が
起
ら
な
い
た
め
に
、
心
が
ス
ッ
キ
リ
、
イ
キ
イ
キ
す
る
の
で
す
。 

朝
課
は
、
本
尊
様
、
お
釈
迦
様
か
ら
私
に
到
る
ま
で
の
法
系
の
和
尚
、

延
命
寺
歴
代
和
尚
の
供
養
を
行
い
、
檀
信
徒
各
家
の
先
祖
、
永
代
経
の
精

霊
、
永
代
供
養
墓
の
精
霊
、
風
鈴
供
養
の
精
霊
の
供
養
を
行
い
ま
す
。 

今
の
自
分
が
あ
る
の
は
、
亡
き
人
・
先
祖
の
御
蔭
で
す
。
御
蔭
に
気
づ
く

と
感
謝
の
念
が
湧
い
て
き
ま
す
。
感
謝
の
心
を
持
つ
人
は
、
謙
虚
な
姿
勢
と

な
って
表
れ
て
き
ま
す
。
謙
虚
な
人
は
善
き
縁
に
恵
ま
れ
ま
す
の
で
、
幸
せ

を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。 

半
月
前
か
ら
、
仕
事
の
前
に
朝
の
お
勤
め
に
こ
ら
れ
て
い
る
方
が
い
ま

す
。
そ
の
方
が
先
日
、
「
朝
課
に
出
る
と
、
今
日
も
頑
張
ろ
う
と
い
う
気
持

ち
に
な
り
ま
す
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
私
は
そ
の
言
葉
を
聞
い
て
、
も
っ

と
多
く
の
人
に
延
命
寺
の
朝
を
味
わ
って
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。 

禅
寺
の
朝
に
興
味
の
あ
る
方
、
気
持
ち
の
良
い
心
で
一
日
を
ス
タ
ー
ト

さ
せ
て
み
た
い
と
い
う
方
は
、
少
し
早
起
き
し
て
お
寺
に
き
て
く
だ
さ
い
。

き
っと
い
つ
も
と
一
味
違
った
一
日
に
な
る
と
思
い
ま
す
。  
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◆
お
盆
が
変
化 

仏
教
は
イ
ン
ド
で
生
ま
れ
、
中
国
に
伝
わ

り
、
日
本
に
伝
わ
って
き
ま
し
た
。 

中
国
で
お
盆
が
行
わ
れ
た
の
は
、
お
釈
迦

様
が
亡
く
な
ら
れ
て
か
ら
一
二
一
五
年
後
の

五
三
八
年
七
月
十
五
日
。
中
国
の
梁
の
同
泰

寺
で
大
勢
の
僧
侶
に
食
事
が
振
舞
わ
れ
た
と

い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。
故
に
中
国
で
は
イ

ン
ド
と
同
じ
よ
う
に
、
僧
侶
に
食
事
を
振
る

舞
う
行
事
と
し
て
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。 

日
本
で
お
盆
が
行
わ
れ
た
の
は
、
六
五
七

年(

斉
明
三
年)

七
月
十
五
日
、
奈
良
の
飛
鳥

寺
で
行
わ
れ
た
の
が
最
初
で
す
。
日
本
で
行

わ
れ
た
お
盆
は
、
本
来
の
意
味
で
あ
る
、
僧

侶
に
食
事
を
布
施
す
る
と
い
も
の
で
は
な

く
、
先
祖
・
亡
き
人
に
食
事
を
供
養
し
、
経

を
読
む
と
い
う
形
で
行
わ
れ
ま
し
た
。 

ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
日
本
に
は
も

と
も
と
先
祖
や
亡
き
人
の
魂
が
自
宅
に
帰
っ

て
き
て
、
そ
の
霊
を
厚
く
も
て
な
す
と
い
う

伝
統
的
風
習
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
に
仏
教

の
行
事
で
あ
る
お
盆
が
融
合
さ
れ
て
、
供
養

す
る
対
象
が
僧
侶
か
ら
、
帰
っ
て
来
る
霊
に

変
わ
って
し
ま
った
の
で
す
。 

時
の
天
皇
で
あ
る
斉
明
天
皇
は
、
お
盆
は

素
晴
ら
し
い
行
事
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
御

触
れ
を
だ
し
、
各
寺
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。 

   
            

   

お
盆
の
行
事
が
行
わ
れ
た
最
初
の
頃
は
、

主
に
武
家
、
貴
族
、
宮
廷
の
上
層
階
級
の
中

で
の
み
催
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
今
日
の
よ
う

に
お
盆
の
行
事
が
一
般
庶
民
に
ま
で
広
ま
っ

た
の
は
江
戸
時
代
で
す
。
徳
川
幕
府
は
キ
リ

シ
タ
ン
を
排
除
す
る
た
め
に
先
祖
供
養
を
人

倫
の
道
と
し
、
寺
の
行
事
と
し
て
義
務
付
け

ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
江
戸
時
代
に
入
る
と
庶

民
の
家
に
お
い
て
も
仏
壇
が
普
及
し
、
家
に

僧
侶
を
招
い
て
先
祖
供
養
を
す
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
現
代
の
お
盆
の
形

が
出
来
上
が
って
い
った
の
で
す
。 

江
戸
時
代
に
は
お
正
月
と
お
盆
に
な
る
と

奉
公
人
が
休
み
を
と
って
実
家
に
帰
る
「
藪
入

り
」
が
許
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
は
、
職
人
・
商

人
と
も
に
、
十
三
歳
頃
か
ら
師
匠
や
商
家
を

選
ん
で
丁
稚
奉
公
に
で
ま
し
た
が
、
薮
入
り

に
な
る
と
、
主
人
か
ら
衣
類
や
小
遣
い
を
も

ら
っ
て
親
許
へ
帰
り
ま
し
た
。
こ
の
時
期
は
他

家
に
嫁
い
だ
女
性
が
実
家
に
戻
る
こ
と
の
出

来
る
時
で
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
薮
入
り
が

今
日
の
お
盆
休
み
の
は
じ
ま
り
で
す
。
お
盆
の

時
期
に
帰
って
来
る
先
祖
・
亡
き
人
と
過
ご
す

た
め
に
、
実
家
に
帰
え
る
。
こ
の
よ
う
に
日
本

人
は
お
盆
を
大
切
に
し
て
き
た
の
で
す
。 

と
こ
ろ
が
現
代
の
人
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

先
祖
・
亡
き
人
を
忘
れ
て
、
お
盆
を
た
だ
の

休
み
と
し
て
過
ご
し
て
い
る
人
も
い
ら
っし
ゃ 

 
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
で
は
せ
っか
く
帰
っ

て
き
た
ご
先
祖
も
が
っ
か
り
し
て
し
ま
う
と
思
い
ま

す
。
お
盆
の
行
事
は
し
っ
か
り
や
ら
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。 

 

◆
お
盆
の
期
日 

お
盆
は
八
月
十
三
日
～
十
五
日
も
し
く
は
、
十

六
日
が
一
般
的
で
す
が
、
関
東
の
都
市
部
や
、
愛

知
県
の
瀬
戸
な
ど
で
は
、
七
月
十
三
日
～
十
五
日

も
し
く
は
、
十
六
日
ま
で
が
お
盆
の
期
間
で
す
。 

お
盆
の
期
日
に
違
い
が
あ
る
の
は
、
暦
に
原
因
が

あ
り
ま
す
。
今
か
ら
五
十
年
ほ
ど
前
の
日
本
は
、
現

在
と
異
な
る
暦
を
使
用
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
時
の

お
盆
は
日
本
全
国
七
月
一
五
日
と
決
ま
って
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
明
治
五
年
に
明
治
政
府
が
新
暦
グ
レ

ゴ
リ
オ
暦
を
採
用
し
た
こ
と
に
よ
り
、
お
盆
が

1

ヶ

月
ほ
ど
早
く
な
っ
て
し
ま
い
、
混
乱
が
生
じ
ま
し

た
。
特
に
農
家
に
と
り
ま
し
て
は
農
繁
期
に
お
盆

を
迎
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
困
っ
た
事
態
に

な
って
し
ま
った
の
で
す
。 

そ
こ
で
、
地
方
で
は
、1

ヶ
月
遅
れ
の
八
月
に
お
盆

を
行
う
地
域
が
現
れ
、
そ
の
う
ち
全
国
的
に
八
月

が
主
流
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
で
な
い
東
京
な
ど

は
、
七
月
十
五
日
と
い
う
日
に
ち
を
大
事
に
し
た

た
め
、
七
月
盆
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
明

治
政
府
に
よ
る
旧
暦
か
ら
新
暦
へ
の
移
行
が
、
お
盆

の
日
程
が
地
域
に
よ
って
異
な
る
原
因
な
の
で
す
。 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%82%AA%E6%9A%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%82%AA%E6%9A%A6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%82%AA%E6%9A%A6


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

◆
お
盆
は
ど
う
い
う
行
事
？ 

あ
の
世
に
住
ん
で
い
る
先
祖
や
亡
き
人
の

魂
を
自
宅
に
招
き
、
お
客
様
と
し
て
お
も
て

な
し
を
す
る
行
事
が
お
盆
で
す
。 

日
本
で
は
古
来
よ
り
、
お
盆
の
時
期
に
先

祖
や
亡
き
人
の
霊
が
帰
って
く
る
と
考
え
ら
れ

て
お
り
、
お
盆
は
お
正
月
と
と
も
に
日
本
人

に
と
って
大
切
な
年
中
行
事
に
な
って
い
ま
す
。  

 

◆
お
盆
の
由
来 

「
お
盆
」
は
正
式
に
は
「
盂
蘭
盆
」
と
い
い
ま

す
。
そ
の
語
源
は
古
代
イ
ン
ド
の
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
語
「
ウ
ラ
ン
バ
ナ
」
で
す
。
「
ウ
ラ
ン
バ
ナ
」
を

漢
字
に
音
写
す
る
と
「
盂
蘭
盆
」
と
な
り
、
さ

ら
に
「
盂
蘭
」
を
省
略
し
て
「
盆
」
、
そ
し
て
丁

寧
の
意
を
表
す
「
お
」
を
つ
け
て
「
お
盆
」
と
い

う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

「
ウ
ラ
ン
バ
ナ
」は
「
倒
懸
」
と
漢
訳
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
倒
懸
は
「逆
さ
吊
り
」の
こ
と
で

す
。
手
足
を
縛
ら
れ
て
、
逆
さ
吊
り
に
さ
れ

る
と
、
身
動
き
が
取
れ
ず
、
頭
に
血
が
上
り
、

心
身
と
も
に
苦
し
い
思
い
を
し
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
ど
う
に
も
で
き
な
い
苦
し
み
か
ら
開
放

さ
れ
る
、
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。 

こ
の
盂
蘭
盆
の
由
来
と
な
る
話
が
、
『仏
説 

  

 

盂
蘭
盆
経
』に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

お
釈
迦
様
の
弟
子
に
目
連
尊
者
と
い
う
方

が
い
ま
し
た
。
目
連
は
修
行
を
重
ね
る
中
で

神
通
力
を
得
た
方
で
す
。 

 

有
る
夏
の
日
、
木
陰
で
休
ん
で
い
る
目
連
の

前
を
楽
し
そ
う
に
話
な
が
ら
母
子
が
通
っ
て

い
き
ま
し
た
。
そ
の
光
景
を
観
て
、
何
年
も
前

に
他
界
し
た
母
を
思
い
だ
し
た
目
連
は
、
神

通
力
で
母
を
観
て
み
ま
し
た
。
母
を
探
し
て

い
く
う
ち
に
地
獄
に
辿
り
着
き
ま
し
た
。 

 

灼
熱
地
獄
を
覗
い
た
時
、
母
の
姿
が
あ
り
ま

し
た
。
母
は
水
を
飲
も
う
と
し
ま
す
が
、
水

が
熱
さ
で
煮
え
た
ぎ
り
飲
む
こ
と
が
で
き

ず
、
食
事
を
食
べ
よ
う
と
す
る
と
、
食
べ
物
は

火
と
化
し
て
食
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
苦

し
む
母
を
見
て
悲
号
し
た
目
連
は
、
お
釈
迦

様
の
所
に
行
き
、
こ
と
の
子
細
を
話
し
ま
し

た
。
そ
こ
で
お
釈
迦
様
か
ら
聞
か
さ
れ
た
こ
と

は
母
親
の
悪
業
で
し
た
。 

あ
る
日
、
目
連
の
家
を
訪
ね
た
今
に
も
倒

れ
そ
う
な
人
が
「一
杯
の
水
を
め
ぐ
ん
で
ほ
し

い
」
と
何
度
も
頼
み
ま
し
た
。
水
瓶
の
水
は
溢

れ
ん
ば
か
り
で
し
た
が
、
母
親
は
、
「
こ
の
水

は
目
連
の
水
だ
か
ら
、
あ
な
た
に
は
あ
げ
ら

れ
な
い
。
帰
って
下
さ
い
」と
追
い
払
い
ま
し
た
。  

目
連
の
母
親
は
、
普
段
か
ら
我
が
子
ば
か

り
可
愛
が
り
、
他
人
は
ど
う
で
も
よ
い
と
考

え
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
「愚
か
さ
」を
も
っ 

て
あ
の
世
に
行
き
、
地
獄
に
落
ち
た
の
で
す
。
目
連

は
自
分
の
た
め
に
母
親
が
地
獄
に
い
る
こ
と
を
知

り
、
ひ
ど
く
悲
し
み
ま
し
た
。 

お
釈
迦
様
は
「
過
去
は
取
り
返
せ
な
い
が
、
母
親

の
で
き
な
か
った
こ
と
を
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
七
月

十
五
日
は
僧
侶
の
夏
の
修
行
が
一
段
落
つ
く
日
で

あ
る
。
大
勢
の
僧
侶
を
招
い
て
食
事
を
振
る
舞
い
な

さ
い
。
そ
れ
に
よ
り
、
七
代
前
ま
で
の
先
祖
を
助
け

る
こ
と
が
で
き
る
」と
言
わ
れ
ま
し
た
。 

 

僧
侶
に
食
事
を
布
施
す
る
こ
と
が
何
故
先
祖
の

た
め
に
な
る
の
か
と
い
う
と
、
僧
侶
は
清
い
生
活
を

行
い
、
他
を
救
い
安
楽
へ
と
導
く
尊
者
で
す
。
尊
者

に
食
事
を
与
え
る
こ
と
は
、
間
接
的
に
自
分
も
善

行
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
功
徳
に
よ
って
先

祖
の
悪
業
も
断
ち
切
ら
れ
る
か
ら
で
す
。  

 

目
連
は
七
月
十
五
日
に
な
る
と
、
お
釈
迦
様
に

教
え
ら
れ
た
と
お
り
に
用
意
し
、
大
勢
の
僧
侶
に

振
舞
い
ま
し
た
。
食
事
が
終
わ
る
と
目
連
は
再
び

母
を
訪
ね
ま
し
た
。
す
る
と
、
白
雲
に
包
ま
れ
た

母
親
が
嬉
し
そ
う
に
空
に
登
っ
て
い
く
姿
を
見
ま

し
た
。
目
連
は
飛
び
上
が
ら
ん
ば
か
り
に
喜
び
、
我

を
忘
れ
て
踊
り
出
し
ま
し
た
。 

こ
の
話
が
お
盆
の
由
来
で
す
。
現
在
の
日
本
の
お

盆
と
は
イ
メ
ー
ジ
が
異
な
り
ま
す
。
帰
っ
て
来
る
先

祖
に
食
事
を
振
る
舞
い
、
寺
や
、
自
宅
で
経
を
読

む
と
い
う
の
が
今
日
の
お
盆
で
す
が
、
も
と
は
僧
侶

に
食
事
を
振
る
舞
って
先
祖
を
供
養
と
す
る
と
い
う

も
の
だ
った
の
で
す
。 

         
 

    

   

お
盆
と
は 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精進ごはんレシピ 

 

 
 
 
 
 
 

お
知
ら
せ
・募
集 

◆
八
月1

日
施
食
会
・八
月
十
五
日
精
霊
送
り
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集 

施
食
会
：
簡
単
な
接
客(

２
名) 

精
霊
送
り
：
「精
進
カ
レ
ー
作
り
」(

２
名)

・接
客(

２
名) 

お
手
伝
い
く
だ
さ
る
方
は
お
寺
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

 
 ◆

寺
子
屋
講
座
「法
話
と
写
経
」 

 
 

（開
講
日
） 

毎
月
第
三
土
曜
日(

八
月
休
み)  

午
後
一
時
～
午
後
三
時
半 

 
 

（受
講
料
） 

初
回
千
五
百
円
、 

二
回
目
以
降
千
円 

 

般
若
心
経
の
内
容
解
説
、
簡
単
な
イ
ス
坐
禅
、
写
経
を
行
い
ま
す
。 

受
講
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
お
寺
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

 

◆
お
地
蔵
さ
ん
づ
く
り
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集 

 
 

（開
催
日
）毎
月
第
四
土
曜
日(

八
月
休
み) 

午
後
一
時
～
午
後
三
時
半 

檀
信
徒
の
皆
さ
ん
に
お
配
り
す
る
予
定
の
お
地
蔵
様
を
作
り
ま
す
。 

お
手
伝
い
く
だ
さ
る
方
は
、
お
寺
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

  
 

  
 

 
 

 
 

✍
編
集
後
記 

毎
日
境
内
の
草
取
り
を
し
て
い
ま

す
。
こ
の
時
期
、
草
は
抜
い
て
も
抜
い

て
も
生
え
て
き
ま
す
。
同
じ
よ
う
に

人
の
心
に
も
煩
悩(

貪
る
心
、
怒
り

の
心
、
自
分
勝
手
な
愚
か
な
心)

が

絶
え
間
な
く
生
じ
ま
す
。
煩
悩
は

苦
の
原
因
で
す
。
草
を
抜
く
よ
う
に

そ
の
都
度
そ
の
都
度
払
っ
て
い
か
ね

ば
な
り
ま
せ
ん
。
日
々
精
進
で
す
。 

青林山 延命寺     
        〠：490-1115 愛知県あま市坂牧郷 30 
        ☏：052-444-0109  

※棚経・月参り・命日のお参りなど随時受け付けております。 
HPを開設しました。最新情報はこちらを御覧ください。 

     http://www.seirinzan.com 検索は青林山延命寺でお願いします。 

 

     

ご
寄
附
の
御
礼 

 客
殿
修
繕
費
・御
祝
い 

春
日
井
市 

 

有
澤
久
子 
様 

北
名
古
屋
市 

 

鈴
木
大
士
郎 

様 

大
治
町 

 
 

 
 

 

匿
名 

様 
 

深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

す
。 

 
 

［枝豆豆腐］  
材料（5 人分） 
枝豆…200g 昆布出汁…500ml 葛粉…60g 大葉…５枚 塩…適量（またはワサビ醤油…適量） 
作り方 
①500mlの水に 4cm 角の昆布を 1〜2時間ほど入れておいて昆布出汁を取っておく。 
②枝豆は塩ゆでし、3〜4 分ゆでてざるに上げ手早く冷ます。 
③葛粉をすりばちで細かく粉末にしておく。 
④枝豆をさやから出して中のうす皮を取り、すりばちでペーストになるまでよくする。 
⑤①③④をよくまぜながらざるの網目を通してかたまりをほぐしておく。 
⑥中火でしゃもじでまぜながら練り上げる。3〜5分で少しかたまってくる。よく練る。 
⑦湯飲みにラップをしいて 5個に分けて茶巾に絞り輪ゴムでとめて、冷水で冷しかためる。 
⑧大葉を敷き、⑦をのせ、塩（わさび醤油）を添える。 
 
 

夏バテ解消にもってこいの
料理です。つるんとした食感
でおいしくいただけます。 

 


