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  第 9号 

 

 

あま市観光協会主催で『精進料理体験』を行いました。 
   精進料理について話した後、旬の素材を使った料理を作りました。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延
命
寺
報 

慈
光 

 

住
職
の
一
言 

 
 

阿
部
雄
峰 

 

あ
っ
と
い
う
間
に
年
末
を
迎
え
ま
し
た
。
曹
洞
宗
の
開
祖
で
あ
る
道

元
禅
師
は
「
光
陰
は
矢
よ
り
も
す
み
や
か
な
り
」
と
い
う
言
葉
を
残
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
を
実
感
し
て
お
り

ま
す
。 

今
年
は
、
日
々
の
仏
事
や
催
し
の
他
に
、
駐
車
場
の
整
備
、
大
権
修

利
菩
薩
像
・
達
磨
像
の
修
復
、
須
弥
壇
前
机
の
新
調
、
大
お
り
ん
の
新

調
、
本
堂
正
面
の
漆
喰
壁
の
修
繕
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。 

ま
た
、
釈
迦
如
来
像
の
制
作
や
本
堂
中
央
須
弥
壇
の
修
復
も
現
在

行
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
今
年
中
に
完
成
す
る
予
定
で
す
。
正
月
の
お

参
り
が
て
ら
観
て
い
た
だ
け
る
と
幸
い
で
す
。 

来
年
は
、
永
代
納
骨
堂
を
建
て
る
予
定
で
す
。
「
墓
じ
ま
い
」
と
い
う

言
葉
を
最
近
は
良
く
聞
き
ま
す
が
、
実
際
に
こ
の
延
命
寺
に
お
い
て
も

墓
じ
ま
い
さ
れ
る
方
が
で
て
き
て
い
ま
す
し
、
納
骨
に
つ
い
て
の
相
談
も

大
変
多
く
な
り
ま
し
た
。
お
墓
の
あ
り
方
が
時
代
の
流
れ
で
大
き
く

変
わ
った
の
で
す
。
そ
こ
で
延
命
寺
も
こ
の
問
題
に
応
え
る
た
め
に
永
代

納
骨
堂
建
設
に
向
け
て
動
き
出
し
ま
す
。
新
し
く
建
て
る
と
な
る
と
、

多
額
の
資
金
が
必
要
と
な
る
た
め
、
今
あ
る
弘
法
堂
を
再
利
用
す
る

予
定
で
考
え
て
お
り
ま
す
。 

以
上
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
考
え
る
こ
と
ば
か
り
で
住
職
の
大
変
さ
を

実
感
す
る
毎
日
で
す
が
、
お
寺
を
維
持
し
発
展
さ
せ
て
い
く
の
が
住
職

の
役
目
で
す
。
怠
る
こ
と
な
く
、
縁
あ
る
皆
様
に
少
し
で
も
満
足
し
て

い
た
だ
け
る
お
寺
づ
く
り
に
日
々
努
め
て
参
り
ま
す
。 

今
年
度
中
皆
様
に
は
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
来
年
も
宜
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
よ
い
お
と
し
を
お
迎
え
く
だ
さ
い
。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

  

 

 

勝
利
は
怨
み
を
引
き
起
こ
し
、 

敗
れ
た
者
は
苦
し
み
に
臥
す
。 

勝
敗
を
捨
て
て
寂
静
に
入
った
者
は
、 

安
ら
ぎ
に
臥
す
。  

 
 

 
 
 

『法
句
経
』 

 

人
は
人
生
の
要
所
要
所
で
ラ
イ
バ
ル
に
出
会
い

ま
す
。 

学
業
成
績
を
競
う
相
手
、
ス
ポ
ー
ツ
の
勝
敗

を
競
う
相
手
、
仕
事
の
ラ
イ
バ
ル
、
恋
の
ラ
イ
バ
ル

も
い
る
で
し
ょ
う
。 

当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
、
競
争
に
は
必
ず
勝

ち
負
け
が
つ
い
て
回
り
ま
す
。
勝
て
ば
喜
び
が
得

ら
れ
、
負
け
た
ら
苦
し
み
を
得
る
こ
と
に
な
り
ま

す
か
ら
、
ラ
イ
バ
ル
に
絶
対
に
勝
た
な
け
れ
ば
と

思
う
わ
け
で
す
。 

と
こ
ろ
が
、
お
釈
迦
様
は
「
勝
利
は
怨
み
を
引

き
起
こ
し
、
敗
れ
た
者
は
苦
し
み
に
臥
す
」
と
言

い
ま
す
。
勝
利
は
怨
み
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
の

は
、
勝
負
に
負
け
た
方
は
、
ど
う
し
て
も
悔
し
さ

が
生
じ
、
苦
し
み
ま
す
。
悔
し
さ
か
ら
、
嫉
妬
し

た
り
、
怨
ん
だ
り
、
そ
の
延
長
で
嫌
が
ら
せ
を
す

る
人
も
い
ま
す
。
せ
っ
か
く
競
争
に
勝
っ
て
も
、
嫉

妬
や
怨
み
を
受
け
れ
ば
、
心
地
よ
く
あ
り
ま
せ 

     

ん
。
こ
の
よ
う
に
競
争
に
勝
っ
て
も
負
け
て
も

不
幸
に
な
る
の
だ
か
ら
、
勝
敗
に
こ
だ
わ
る

な
、
と
言
わ
れ
る
の
で
す
。
誤
解
し
て
は
な
ら

な
い
の
は
、
お
釈
迦
様
は
、
競
争
し
て
は
な
ら

な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
競
争
は
人
を
成
長
さ
せ
る
の
で
、
悪
事
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
勝
ち
負
け
に
こ
だ
わ

る
な
と
い
う
の
で
す
。 

お
釈
迦
様
は
こ
の
よ
う
に
も
説
か
れ
て
い

ま
す
。 

「
戦
場
に
お
い
て
百
万
人
に
打
ち
勝
つ
よ
り

も
、
た
だ
一
つ
の
自
己
に
克
つ
者
こ
そ
、
最

上
の
勝
利
者
で
あ
る
」『法
句
経
』 

百
万
人
の
敵
に
打
ち
勝
て
ば
、
勇
者
と
し

て
讃
え
ら
れ
る
の
が
普
通
で
す
が
、
そ
の
よ
う

な
表
向
き
の
勝
ち
、
負
け
よ
り
、
自
分
の
心

に
生
じ
る
煩
悩
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
た

人
が
真
の
勝
利
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

ま
だ
頑
張
れ
る
の
に
諦
め
の
心
が
生
じ
た

り
、
怠
け
心
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

負
け
た
時
、
相
手
を
羨
ま
し
が
った
り
、
怨
ん

だ
り
と
い
う
気
持
ち
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
勝
っ
た
時
、
慢
心
が
生
じ
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
心
が
不
幸
に
導
く
の
で

す
。
そ
う
い
う
心
に
打
ち
克
つ
こ
と
が
本
当
の

勝
利
だ
と
お
釈
迦
様
は
言
わ
れ
て
い
る
の
で

す
。 

ブ
ッ
ダ
の
言
葉
に
学
ぶ 

釈
迦
如
来
像
を 

 
 
 

お
迎
え
し
ま
す 

延
命
寺
に
は
曹
洞
宗
の
本
尊
釈
迦
如
来

像
が
な
い
た
め
、
昨
年
末
に
仏
師
森
川
幸
昶

師
に
作
成
を
依
頼
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の

仏
像
が
、
今
年
中
に
完
成
す
る
予
定
で
す
。 

仏
像
の
中
に
は
住
職
が
書
い
た
般
若
心
経

と
願
文
が
納
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

釈
迦
如
来
像
は
坐
禅
の
お
姿
で
法
界
定

印
を
さ
れ
て
い
る
の
が
基
本
で
す
が
、
延
命

寺
の
釈
迦
如
来
像
は
、
立
ち
で
説
法
印
、
彩

色
を
ほ
ど
こ
し
た
他
に
は
な
い
お
姿
で
す
。 

参
拝
に
来
ら
れ
る
多
く
の
人
達
の
心
の
拠

り
所
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。 

 



 

 

     

     住職と宇野アナウンサー 

 

 

 

 

 

 

    新しい前机   ←   古い前机 

 

 

 

 

       

新
年
に
向
け
て
お
願
い
事
、
も
し
く
は
先
祖

供
養
と
し
て
幟
（
の
ぼ
り
）
を
奉
納
し
ま
せ
ん

か
。 皆

様
の
願
文
と
お
名
前
を
墨
書
し
、
境
内

に
一
年
間
奉
納
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

【奉
納
期
間
】約
一
年
（旗
の
寿
命
ま
で
） 

【冥
加
料
】一
枚 

三
千
円
～ 

【申
し
込
み
】随
時
承
り
ま
す 

 

８
月
に
テ
レ
ビ
愛
知
の
「は
ち
ま
る
ま
る
」
（火

曜
朝
８
時
～
）
の
取
材
で
延
命
寺
に
宇
野
ア
ナ

ウ
ン
サ
ー
が
来
ら
れ
、
坐
禅
を
体
験
し
て
い
か

れ
ま
し
た
。 

 

今
ま
で
も
多
く
の
お
寺
で
坐
禅
を
さ
れ
た

そ
う
で
す
が
、
風
鈴
の
音
色
を
聞
き
な
が
ら
の

坐
禅
は
と
て
も
気
持
ち
が
良
か
っ
た
そ
う
で

す
。 

 

番
組
は
９
月
に
放
送
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の

動
画
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
見
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
興
味
の
あ
る
方
は
延
命
寺
の
Ｆ
ａ
ｃ
ｅ

ｂ
ｏ
ｏ
ｋ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が
坐
禅
体
験 

幟
の
ぼ
り

奉
納
承
り
ま
す 

 

 

本
堂
の
須
弥
壇
の
前
に
置
か
れ
て
い
た
前
机

で
す
が
、
江
戸
時
代
か
ら
ず
っ
と
使
わ
れ
て
い

た
た
め
老
朽
化
し
、
脚
が
半
分
折
れ
た
状
態

で
な
ん
と
か
使
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の

ま
ま
使
う
の
は
危
険
な
た
め
、
こ
の
度
新
し
い

も
の
に
新
調
し
ま
し
た
。
今
年
中
に
須
弥
壇

も
修
復
す
る
予
定
で
す
。 

須 し
ゅ

弥
壇

み

だ

ん

の
前
机
を
新
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精進ごはんレシピ 

 

 
 
 
 
 
 

お
知
ら
せ
・募
集 

 

◆
お
守
り
作
り
の
会
（最
終
回
） 

 
 

十
一
月
二
十
四
日
（
土
） 

午
後
一
時
～ 

 
 

檀
信
徒
の
皆
様
に
お
配
り
す
る
お
守
り
を
一
緒
に
作
り 

ま
せ
ん
か
？
次
回
で
今
年
最
後
の
集
会
と
な
り
ま
す
。 

 

◆
寺
子
屋
講
座
「心
が
晴
れ
る
法
話
と
写
経
」 

 
 

（開
講
日
） 

毎
月
第
三
土
曜
日  

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 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

子
供
無
料 

お
釈
迦
様
に
つ
い
て
の
法
話
、
簡
単
な
イ
ス
坐
禅
、
写
経
。 

子
供
は
写
仏
。 

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

編
集
後
記 

 

九
月
の
終
わ
り
に
新
た
な
家
族
が
で
き
ま
し
た
。 

「
普
賢(
フ
ゲ
ン)

」
と
い
う
名
の
子
犬
で
す
。
殺
処
分
寸
前
の

と
こ
ろ
を
名
古
屋
の
動
物
団
体
が
保
護
し
た
犬
で
す
。 

も
と
も
と
野
犬
で
す
の
で
、
慣
れ
る
ま
で
時
間
が
か
か
り
ま

し
た
が
、
今
で
は
、
家
族
に
馴
染
ん
で
生
活
し
て
い
ま
す
。 

子
ど
も
た
ち
に
と
って
命
の
大
切
さ
を
学
ぶ
良
い
機
会
と
な
っ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

※月参り・命日のお参りなど随時受け付けております。 
     http://www.seirinzan.com 検索は青林山延命寺 
      

 

     

[きのこのけんちん蒸し] 
材料（4 人分） 
豆腐…1丁 人参…2センチ しめじ…半パック きくらげ…2，3枚 干し椎茸…1，2枚 
銀杏…4個 大和芋…20ｇ あられ…少々 大葉…4枚 Ａ（酒大さじ 1 みりん大さじ 1  
醤油大さじ 1/2）Ｂ（昆布だし 250 ㏄ 薄口醤油大さじ 1 塩小さじ 1/2 みりん 20㏄） 
片栗粉…適量  
作り方 
① 豆腐は水切りしておく。きくらげ・干し椎茸は水に戻す。きくらげ・干し椎茸・人参は千切り

にする。人参はさっとゆでておく。しめじは２㎝幅に切る。 
② すり鉢に豆腐を入れよく擦り混ぜる。大和芋を入れさらに擦り混ぜる。 
③ ②に①とＡを入れ、混ぜ合わせる。 
④ ラップに③をのせ茶巾に絞って輪ゴムでとめる。 
⑤ 湯気の上がった蒸し器に④を入れ 15～20 分蒸す。 
⑥ Ｂをひと煮立ちさせ水溶き片栗粉を入れとろみをつける。 
⑦ 器に大葉を敷き、⑤をのせ、⑥をかけてあられを散らす。 

旬のきのこを使った 

おもてなし料理です 

 


