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『五色の結い紐』 紐の先が本尊様の手とつながっており、 
この紐を手で挟んで拝むことで直接本尊様とご縁が結ばれます 
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延
命
寺
報 

慈
光 

 

住
職
の
一
言 
 

 

阿
部
雄
峰 

 

今
年
も
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す 

 

延
命
寺
の
新
年
は
、
除
夜
の
鐘
の
音
と
と
も
に
ス
タ
ー
ト
し
ま
し

た
。
心
地
よ
い
鐘
の
音
は
、
心
を
清
く
し
て
く
れ
ま
す
。 

し
か
し
、
せ
っ
か
く
清
く
な
っ
た
心
も
、
気
を
抜
く
と
、
い
ろ
い
ろ
な

誘
惑
に
負
け
て
す
ぐ
に
汚
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
だ
か
ら
汚
れ
な
い
よ
う

に
、
常
に
清
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
日
々
、
一
瞬
一
瞬
、
そ
の
都
度
そ
の

都
度
精
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
修
行
と
か
精
進
と
い
う
と

我
慢
し
て
辛
い
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
に
厳
し
く
す
る
こ
と
で
大
き
な
幸
福
が

跡
か
ら
つ
い
て
く
る
わ
け
で
す
か
ら
、
精
進
修
行
が
で
き
る
こ
と
を
喜

ん
で
行
う
の
で
す
。
こ
の
こ
と
を
仏
教
語
で
「
随
喜
」
と
い
い
ま
す
。
精
進

す
る
か
し
な
い
か
で
今
年
が
良
い
年
に
な
る
か
ど
う
か
、
良
き
人
生
に

な
る
か
ど
う
か
が
決
ま
る
の
で
す
。 

特
に
私
は
住
職
で
す
の
で
、
一
番
清
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
「清
ら
か
な
心
を
持
つ
住
職
だ
か
ら
、
読
む
経
に
力
が
具
わ
る
。
故

に
坐
禅
す
る
の
だ
」亡
き
師
匠
が
常
に
言
って
い
た
言
葉
で
す
。
怠
け
者

の
私
に
は
、
重
く
厳
し
い
お
言
葉
で
す
が
、
そ
の
と
お
り
。 

今
年
も
寺
門
興
隆
、
檀
信
徒
の
幸
福
の
た
め
に
、
少
し
で
も
貢
献
で

き
る
よ
う
誓
い
、
願
い
、
日
々
の
つ
と
め
を
行
って
い
き
ま
す
。 

ま
た
、
長
男
の
慈
峰
を
弟
子
に
す
る
得
度
式
を
八
月
の
施
食
会
の

際
に
行
う
予
定
で
す
。
善
き
師
と
な
れ
る
よ
う
、
さ
ら
に
心
を
引
き

締
め
て
精
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

皆
様
に
は
今
年
も
あ
た
た
か
く
見
守
っ
て
い
た
だ
け
る
と
幸
い
で

す
。
ど
う
ぞ
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

年
が
改
ま
っ
て
お
雑
煮
を
い
た
だ
く
と
、
私
達

は
、
お
正
月
が
巡
っ
て
き
た
と
実
感
し
ま
す
。
こ

の
「
巡
っ
て
き
た
」
と
い
う
言
い
方
は
、
一
周
し
て

元
に
戻
った
と
い
う
意
味
を
も
って
い
ま
す
。 

 

去
年
の
お
正
月
と
今
年
の
お
正
月
と
は
、
同
じ

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
年
の
お
正
月
は
、
た
っ
た

一
度
限
り
の
お
正
月
で
あ
る
は
ず
で
す
。 

 

そ
れ
な
の
に
、
私
達
は
、
去
年
お
雑
煮
を
い
た

だ
い
た
の
と
同
様
に
、
今
年
も
ま
た
、
お
雑
煮
を

い
た
だ
く
。
そ
う
い
う
こ
と
を
何
年
も
、
何
十
年

も
繰
り
返
し
て
き
た
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を
振
り

返
っ
て
み
る
と
、
時
間
・
生
命
・
人
生
は
、
一
本
の

直
線
が
無
限
に
先
へ
先
へ
と
伸
び
て
い
く
よ
う

に
、
ぐ
ん
ぐ
ん
進
ん
で
い
く
ば
か
り
で
決
し
て
脇

道
へ
そ
れ
た
り
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑

問
が
わ
い
て
き
ま
す
。 

 

仏
教
の
考
え
方
に
よ
る
と
、
時
間
や
生
命
や
人

生
は
、
線
で
な
く
円
と
し
て
解
釈
し
た
ほ
う
が

わ
か
り
や
す
い
の
で
す
。
「
輪
廻
転
生
」
と
か
「
因

果
」
と
か
い
う
の
は
、
円
に
喩
え
た
教
え
で
、
例
え

ば
、
他
人
を
悲
し
ま
せ
た
り
苦
し
め
た
り
し
た

人
は
、
や
が
て
自
分
も
悲
し
く
苦
し
い
目
に
あ

わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
過
去
・
現
在
・

未
来
が
、
円
形
で
つ
な
が
って
い
る
、
と
見
立
て
て 

    

い
る
の
で
す
。 

 

良
い
行
い
を
し
て
お
け
ば
、
い
つ
の
日
か
、
良

い
報
い
が
あ
る
。
人
助
け
を
す
る
人
は
、
や
が

て
助
け
て
も
ら
う
こ
と
が
あ
る
。
仏
教
で
は

「善
因
楽
果
・悪
因
楽
果
」と
い
い
ま
す
。 

 

季
節
は
巡
り
、
お
正
月
は
巡
り
、
人
の
行
い

も
巡
る
の
で
す
。
一
度
悪
い
こ
と
を
し
た
人

は
、
次
か
ら
次
へ
と
悪
い
こ
と
を
重
ね
て
ゆ

く
。
良
い
こ
と
も
悪
い
こ
と
も
、
巡
り
巡
っ
て
、

そ
れ
を
行
った
人
に
返
って
き
ま
す
。 

 

今
日
の
う
ち
に
、
や
り
た
い
こ
と
を
み
ん
な

や
っ
て
し
ま
わ
な
く
て
は
損
を
す
る
、
と
い
う

よ
う
な
や
ぶ
れ
か
ぶ
れ
の
人
に
は
、
明
日
と
い

う
日
も
、
次
の
お
正
月
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

 
ど
う
せ
い
つ
か
は
死
ぬ
の
だ
か
ら
、
と
良
い
報

い
、
あ
り
が
た
い
果
報
な
ん
て
信
じ
な
い
と
い

う
方
は
、
あ
な
た
の
す
ぐ
そ
ば
に
い
る
お
子
さ

ん
や
お
孫
さ
ん
の
顔
立
ち
、
そ
の
行
い
を
見
て

く
だ
さ
い
。
あ
な
た
は
、
ふ
と
自
分
に
そ
っ
く

り
、
生
き
写
し
の
何
か
を
発
見
し
て
、
ハ
ッ
と

な
さ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
な
た
の

一
生
は
一
度
限
り
で
す
が
、
あ
な
た
は
、
別

の
体
の
中
や
、
あ
な
た
の
や
り
と
げ
た
仕
事
な

ど
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
、
い
つ
ま
で
も
円
を
え

が
き
続
け
る
で
し
ょ
う
。 

 

自
分
の
良
き
行
い
が
、
良
き
自
分
と
な
り
、

周
り
を
良
く
し
、
良
き
人
生
と
な
る
の
で

す
。
良
き
生
き
方
を
誓
い
願
い
ま
し
ょ
う
。 

新
年
を
迎
え
る
に
あ
た
って 

今
年
の
行
事
予
定 

今
ま
で
の
行
事(

大
般
若
会
・
盆
行
事)

に
加

え
、
地
蔵
供
養
、
観
音
供
養
な
ど
の
行
事
に
も

広
く
参
加
で
き
る
よ
う
に
変
更
し
、
新
た
に

春
の
彼
岸
供
養
を
行
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

ま
た
、
今
ま
で
五
十
年
に
一
度
の
御
開
帳

だ
っ
た
薬
師
如
来
像
を
今
年
か
ら
は
毎
年
御

開
帳
し
ま
す
。
こ
の
薬
師
様
は
源
家
の
将
軍
の

眼
病
を
は
じ
め
、
多
く
の
人
の
病
を
治
癒
し
て

き
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
皆
様
も
ど
う

ぞ
こ
の
機
会
に
薬
師
様
の
お
力
を
い
た
だ
い
て

く
だ
さ
い
。 

さ
ら
に
今
年
は
行
事
に
参
加
す
る
ご
と
に
ス

タ
ン
プ
が
も
ら
え
る
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
も
用
意

し
ま
し
た
。
楽
し
み
な
が
ら
行
事
に
参
加
し
て

い
た
だ
き
、
先
祖
の
ご
供
養
や
ご
自
身
の
健
康

に
つ
な
が
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

そ
れ
ぞ
れ
の
行
事
の
詳
細
は
別
紙
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。  
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㊧台所用・㊨玄関用 

 

 

 

 
 

前
回
の
寺
報
で
も
お
知
ら
せ
し
ま
し
た

が
、
永
代
納
骨
堂
の
建
設
工
事
を
二
月
中
旬

ご
ろ
か
ら
開
始
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

境
内
の
南
側
に
あ
る
古
い
弘
法
堂
を
、
納

骨
堂
に
増
改
築
し
ま
す
。
六
月
末
完
成
予
定

で
す
。
工
事
中
は
い
ろ
い
ろ
と
ご
不
便
を
お

か
け
し
ま
す
が
ど
う
ぞ
宜
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。 

納
骨
堂
の
詳
細
を
知
り
た
い
方
は
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。 

永
代
納
骨
堂
の
建
設
開
始 

 

一
昨
年
リ
フ
ォ
ー
ム
し
ま
し
た
客
殿
に
て
、

三
月
下
旬
ご
ろ
か
ら
週
三
回
、
小
中
学
生
向

け
の
学
習
塾
を
開
講
し
ま
す
。
縁
あ
って
外
部

の
講
師
が
塾
を
経
営
す
る
形
に
な
り
ま
す

が
、
お
寺
と
し
て
も
子
供
た
ち
の
学
び
の
場
と

し
て
一
室
を
提
供
す
る
こ
と
は
大
変
意
味
の

あ
る
こ
と
と
考
え
て
い
ま
す
。 

あ
ま
り
大
々
的
に
告
知
は
し
ま
せ
ん
の
で
、

丁
寧
な
個
別
指
導
が
受
け
ら
れ
る
と
思
い
ま

す
。
お
近
く
の
方
は
ぜ
ひ
お
子
様
や
お
孫
さ
ん

と
無
料
体
験
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。 

寺
子
屋
学
習
塾
オ
ー
プ
ン 
須 し

ゅ

弥
壇

み

だ

ん

修
復 

釈
迦
如
来
像
完
成 

お
札
を
お
渡
し
し
ま
す 

 

一
月
中
に
お
参
り
に
来
ら
れ
た
方
に
は
、

一
日
に
ご
祈
祷
し
た
二
枚
の
お
札
を
お
渡
し

い
た
し
ま
す
。
（無
料
） 

 

昨
年
の
お
札
を
お
持
ち
の
方
は
お
寺
へ
お
持

ち
く
だ
さ
い
。 

 

箱
形
の
古
い
須 し

ゅ

弥
壇

み

だ

ん

の
一
部
を
再
利
用
し

て
修
復
し
、
須
弥
壇
が
新
し
く
生
ま
れ
変
わ

り
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
仏
師
に
依
頼
し
て
い
た
釈
迦
如
来

像
を
年
末
に
お
迎
え
し
、
本
来
あ
る
べ
き
禅

宗
式
の
本
堂
に
な
り
ま
し
た
。
ま
だ
ま
だ
床

板
や
欄
間
、
開
山
堂
な
ど
修
復
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
こ
ろ
だ
ら
け
で
す
が
少
し
ず
つ

直
し
て
い
く
つ
も
り
で
す
。 

 

一
度
、
釈
迦
如
来
像
に
手
を
合
わ
せ
に
お

参
り
く
だ
さ
い
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精進ごはんレシピ 

 

 
 
 
 
 
 

お
知
ら
せ
・募
集 

◆
の
ぼ
り
奉
納 

随
時
受
付
中 

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
。 

【冥
加
料
】一
枚 

三
千
円
～ 

 

◆
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 

 

保
護
犬
の
普
賢
が
家
に
来
て
二
か
月
半
が
経
ち
ま
し
た
。

日
に
日
に
成
長
し
、
今
で
は
二
歳
の
三
男
と
同
じ
く
ら
い
の

大
き
さ
で
兄
弟
の
よ
う
に
じ
ゃ
れ
あ
って
い
ま
す
。 

犬
は
人
間
の
数
倍
も
の
速
さ
で
年
を
と
り
ま
す
。
来
年
に

は
普
賢
は
人
間
で
い
う
二
十
歳
く
ら
い
に
な
る
の
か
と
思
う

と
一
日
一
日
の
触
れ
合
い
が
と
て
も
大
切
な
も
の
に
感
じ
ら

れ
ま
す
。 

人
と
の
関
わ
り
も
同
じ
で
す
。
人
生
は
い
つ
ま
で
続
く
の
か

誰
に
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
家
族
は
も
ち
ろ
ん
、
出
会
う
人
す

べ
て
と
の
一
瞬
一
瞬
を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
も
の
で
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 
      

 

     

[精進ちらし寿司] 
材料（4人分） 
米…2カップ 人参…2㎝ 牛蒡…4㎝ はっさく…1個 干し椎茸…2枚 ゆば…適宜 高野豆腐…
1/2 枚 絹さや…10枚  
昆布だし…1 1/2 カップ 塩…小さじ 1 醤油…大さじ 1 みりん…80cc 酢…80cc 酒…少々 
作り方 
①酢に絞ったはっさくの汁を加え、それをごはんに混ぜてなじませる。 
②人参と牛蒡をささがきに切り、干し椎茸は水に戻し千切りにする。高野豆腐はよく戻し、1 ㎝弱のサイ

コロに切る。ゆばは好みの大きさに切る。 
③それぞれをみりん、酒、塩、醤油で淡味にして順に煮ていく。最初に人参を煮て柔らかくなったら引

き上げ、その汁でゆば、高野豆腐を順に煮ていく。干し椎茸は醤油、みりんで味を足して味を濃くす
る。次にごぼうを煮る。 

④煮しめて粗熱をとった後、はっさくを、酢、塩、みりんで味を調え、炊き上がったごはんに切り混ぜる。 
⑤ゆばをちらし、青みに塩ゆでした絹さやの千切りを散らす。紅しょうが、胡麻を加えてもいい。 
 
 

お正月やひな祭りなど

の節句の料理によいで

すよ。 


