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本堂の前の梅が咲き、クスノキが葉を落とし始めると 
“春が来たなぁ”と感じます。皆様はどんな時に春を感じますか？ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延
命
寺
報 

慈
光 

 

住
職
の
一
言 
 

 

阿
部
雄
峰

野
に
咲
く
花
の
よ
う
に
風
に
吹
か
れ
て 

野
に
咲
く
花
の
よ
う
に
人
を
爽
や
か
に
し
て 

そ
ん
な
風
に
ぼ
く
達
も 

い
き
て
ゆ
け
た
ら
す
ば
ら
し
い 

時
に
は
暗
い
人
生
も 

 

ト
ン
ネ
ル
ぬ
け
れ
ば
夏
の
海 

そ
ん
な
時
こ
そ
野
の
花
の 

け
な
げ
な
心
を
知
る
の
で
す 

 

野
に
咲
く
花
の
よ
う
に
雨
に
う
た
れ
て 

野
に
咲
く
花
の
よ
う
に
人
を
和
や
か
に
し
て 

そ
ん
な
風
に
ぼ
く
達
も 

生
き
て
ゆ
け
た
ら
す
ば
ら
し
い 

時
に
は
つ
ら
い
人
生
も 

雨
の
ち
く
も
り
で 

ま
た
晴
れ
る 

そ
ん
な
時
こ
そ
野
の
花
の 

け
な
げ
な
心
を
知
る
の
で
す 

 
 

皆
さ
ん
ご
存
知
、
ド
ラ
マ
『裸
の
大
将
』の
主
題
歌
で
す
。 

私
は
少
年
時
代
、
こ
の
番
組
が
大
好
き
で
し
た
。
心
が
あ
た
た
ま
る

お
話
ば
か
り
で
し
た
。
お
話
の
内
容
に
マ
ッ
チ
し
た
こ
の
歌
も
好
き
で
、

花
を
見
る
と
、
今
で
も
つ
い
つ
い
口
ず
さ
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
歌
っ
て
い
る

と
次
第
に
心
が
安
ら
か
に
な
り
、
正
し
い
生
き
方
を
思
い
出
し
ま
す
。

と
き
に
は
元
気
も
も
ら
え
ま
す
。
歌
詩
が
素
晴
ら
し
い
の
で
す
。 

野
に
咲
く
花
の
よ
う
に
、
慈
悲
心
・柔
軟
心
を
も
って
生
き
た
い
も
の

で
す
。  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

合
掌 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

心
の
汚
れ
を
捨
て
て
い
な
い
人
が
、 

黄
褐
色
の
法
衣
を
ま
と
っ
て 

自
制
し
よ
う
と
し
な
い
な
ら
ば
、 

法
衣
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。 

『
法
句
経
』 

 
 

 

心
に
煩
悩(

貪
り
・
怒
り
・
愚
か
さ)

を
も
っ
て
い

る
人
が
、
黄
褐
色
の
法
衣
を
ま
と
っ
て
、
自
分
自

身
を
正
そ
う
と
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
法
衣
に
は

ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

法
衣(

袈
裟)

が
黄
褐
色
な
の
に
は
ち
ゃ
ん
と
意

味
が
あ
り
ま
す
。
植
物
は
枯
れ
て
い
く
と
黄
褐

色
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
同
じ
よ
う
に
白
い
着
物

も
長
く
着
て
い
れ
ば
黄
褐
色
に
な
っ
て
い
き
ま

す
。
そ
の
よ
う
に
す
べ
て
は
枯
れ
老
い
て
滅
び
て

い
く
こ
と
を
表
し
て
お
り
、
お
釈
迦
様
の
教
え
で

あ
る
、
空(

縁
起
、
無
常)

を
常
に
自
覚
す
る
た
め

に
黄
褐
色
の
法
衣
を
着
け
る
の
で
す
。  

縁
起(

関
わ
り
あ
い
に
よ
り
存
在
で
き
る)

を

自
覚
す
れ
ば
、
悪
を
な
さ
ず
、
善
い
こ
と
を
行
な

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
気
持
ち
が
で
て
き

ま
す
し
、
無
常
（
い
つ
か
滅
す
る
）
を
自
覚
す
れ

ば
、
自
他
を
大
切
に
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
が

で
て
く
る
か
ら
で
す
。
そ
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
、

黄
褐
色
の
袈
裟
は
着
け
る
者
を
清
く
正
し
く
生 

     

か
し
て
く
れ
る
大
変
有
難
い
も
の
な
の
で
す
。 

 

そ
の
よ
う
な
有
り
難
い
袈
裟
を
着
て
い
て

も
、
心
が
俗
世
の
汚
れ(

煩
悩)

に
満
ち
て
い
て

い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
自
分
や
他
人
を
欺
い
て

い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
者
は
、

袈
裟
を
着
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
と
は
い
え
な

い
、
と
お
釈
迦
様
は
い
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。 

 

こ
の
言
葉
か
ら
、
お
釈
迦
様
が
お
ら
れ
た

時
代
で
あ
っ
て
も
、
僧
侶
ら
し
か
ら
ぬ
僧
侶

が
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
わ
け
で
す
が
、

現
代
の
僧
侶
は
特
に
肝
に
銘
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
現
代
の

僧
侶
は
、
お
釈
迦
様
の
時
代
よ
り
も
俗
世
に

近
い
生
活
を
し
て
い
る
か
ら
で
す
。 

 
た
だ
し
、
こ
の
言
葉
は
僧
侶
に
限
っ
た
言
葉

で
は
な
い
の
で
す
。
こ
こ
で
は
僧
侶
と
袈
裟
に

つ
い
て
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
一
つ
の
譬

え
で
あ
り
、
誰
に
対
し
て
も
い
え
る
言
葉
な
の

で
す
。
一
般
の
方
で
あ
っ
て
も
、
高
価
で
立
派

な
袈
裟
を
身
に
着
け
た
が
る
も
の
で
す
。 

 

高
価
で
立
派
な
袈
裟
と
い
う
の
は
、
会
社
や

組
織
の
名
前
、
肩
書
、
学
歴
、
と
い
う
立
派
な

袈
裟
で
す
。
人
に
認
め
て
も
ら
い
た
い
、
注
目

し
て
欲
し
い
か
ら
着
け
る
の
で
す
。
自
分
の
実

力
の
な
さ
を
隠
す
た
め
に
、
着
け
る
の
で
す
。

本
当
に
実
力
の
あ
る
人
、
人
徳
の
あ
る
人
は
、

立
派
な
袈
裟
を
着
け
な
く
と
も
、
周
り
に
認

め
ら
れ
、
注
目
さ
れ
る
も
の
で
す
。
肩
書
と
中 

 
 

ブ
ッ
ダ
の
言
葉 

身
の
自
分
と
の
あ
い
だ
に
大
き
な
隔
た
り
が
あ

れ
ば
、
他
を
欺
き
、
自
分
を
ご
ま
か
し
て
い
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。 

そ
し
て
私
た
ち
は
そ
の
立
派
な
袈
裟
に
だ

ま
さ
れ
や
す
い
の
で
す
。
金
ピ
カ
の
袈
裟
を
つ

け
た
僧
侶
、
大
会
社
の
社
長
、
一
流
大
学
の
教

授
と
名
乗
る
と
立
派
な
人
格
者
と
思
って
し
ま

い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
、
所
詮
は
外
身

で
あ
り
、
中
身
は
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。 

人
間
に
本
当
に
必
要
な
の
は
、
心
の
清
ら
か

さ
で
す
。
心
の
清
ら
か
さ
と
は
、
貪
り
・
怒
り
・

愚
か
さ
な
ど
で
心
が
汚
れ
て
い
な
い
こ
と
で
す
。 

お
釈
迦
様
は
、
こ
の
言
葉
を
と
お
し
て
、
自

分
自
身
を
顧
み
る
、
い
い
機
会
を
私
た
ち
に
提

供
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
特
に
今
月

は
お
釈
迦
様
の
誕
生
月
で
す
。
お
釈
迦
様
の
教

え
を
し
っか
り
と
生
き
ま
し
ょ
う
。 

 



 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

弘法堂を増改築中 

 

 
 

た
だ
い
ま
建
設
中
の
永
代
納
骨
堂
の
予
約
受

付
を
今
月
か
ら
開
始
し
ま
す
。
既
に
多
く
の

お
問
い
合
わ
せ
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、

詳
細
を
知
り
た
い
方
に
は
資
料
を
お
渡
し
し

ま
す
の
で
お
気
軽
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

ま
た
、
お
墓
の
こ
と
で
お
困
り
の
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
ら
ご
遠
慮
な
く
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

 

納
骨
堂
の
完
成
は
六
月
末
を
予
定
し
て
お

り
ま
す
。 

永
代
納
骨
堂
の
受
付
開
始 

 

今
年
も
六
月
一
日
か
ら
九
月
の
彼
岸
明

け
ま
で
風
鈴
供
養
を
行
い
ま
す
。  

 

本
堂
に
戒
名
を
書
い
た
風
鈴
を
つ
る
し
、

毎
朝
の
朝
課
で
戒
名
を
読
み
上
げ
供
養
い
た

し
ま
す
。
今
月
か
ら
受
付
を
開
始
し
ま
す
の

で
、
戒
名
を
ご
用
意
の
上
、
お
電
話
下
さ
い
。 

供
養
料
は
お
寺
に
お
持
ち
い
た
だ
く
か
、

お
送
り
い
た
だ
い
て
も
結
構
で
す
。 

昨
年
同
様
、
八
月
の
盆
施
食
会
で
も
受

付
し
て
お
り
ま
す
。 

   

    

 

《受
付
期
間
》 

四
月
～
九
月
の
彼
岸
明
け
ま
で 

 

 
 

《供
養
料
》 

一
霊
に
つ
き 

金
千
円 

新
盆
は
無
料
（申
し
込
み
不
要
） 

 

彼
岸
会
お
つ
か
れ
さ
ま
で
し
た 

 
 

三
月
十
七
日
に
春
季
彼
岸
会
を
行
い
ま
し

た
。 

 

延
命
寺
で
は
初
め
て
の
行
事
な
の
で
ど
れ
く
ら

い
の
方
が
参
加
さ
れ
る
の
か
少
々
心
配
を
し
て
お

り
ま
し
た
が
、
天
気
の
悪
い
中
多
く
の
方
が
ご
参

加
く
だ
さ
り
、
無
事
に
法
要
を
終
え
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
皆
様
の
ご
理
解
・
ご
協
力
に
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。 

 

風
鈴
供
養
受
付
開
始 



 

 

 

 

 

 

【こしあぶらご飯] 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精進ごはんレシピ 

 

 
 
 
 
 
 

お
知
ら
せ
・募
集 

 

◆
お
地
蔵
さ
ま
作
り
の
会 

今
年
度
メ
ン
バ
ー
募
集 

 
 

今
月
か
ら
ま
た
お
地
蔵
さ
ま
の
お
守
り
を
作
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
会
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
物
づ
く
り
の
好
き
な
方
な
ら
ど
な
た

で
も
大
歓
迎
で
す
。
一
つ
一
つ
心
を
込
め
て
作
り
、
そ
れ
が
誰
か
の

お
守
り
と
な
る
。
そ
ん
な
素
敵
な
経
験
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。 

 
 

（活
動
日
） 

毎
月
第
四
土
曜
日
（初
回
は
四
月
二
十
七
日
） 

午
後
一
時
～
午
後
三
時
頃 

 

◆
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
経
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 

 

最
近
の
住
職
の
趣
味
は
、
仏
画
で
す
。 

 

今
は
干
支
の
守
護
仏
を
描
い
て
お
り
、
三
枚
の
絵
（
文
殊

菩
薩
・普
賢
菩
薩
・大
日
如
来
）は
完
成
し
、
本
堂
内
に
飾
っ

て
あ
り
ま
す
。
あ
と
の
五
枚
は
年
末
ま
で
に
完
成
さ
せ
る
予

定
で
す
。 

 

お
寺
に
来
ら
れ
た
際
に
は
、
ぜ
ひ
自
分
の
守
護
仏
を
探
し

て
み
て
く
だ
さ
い
。 

青林山 延命寺     
        〠：490-1115 愛知県あま市坂牧郷 30 
        ☏：052-444-0109 住職携帯 080-4217-0826 

※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 
      

 

     

材料（4 人分) 
米 2合 こしあぶら 60ｇ 醤油大さじ 2 塩小さじ 1 昆布 10ｃｍ 

作り方 
① こしあぶらは長ければ 2つに切り、醤油につけて 20 分おく。 
② といだお米にこしあぶらをつけておいた醤油と塩を加えてから水加減をし、こしあぶら

と昆布を乗せて炊く。 
③炊き上がったら混ぜる。 

 

山菜の香りの女王 

こしあぶらの炊き

込みご飯です。 


