
令和元年 11月 

  第 13号 

 

 
『33 年ぶりの薬師瑠璃光如来ご開帳』 

     天気にも恵まれ、遠方からも多くの方がお参りに来られました 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延
命
寺
報 

慈
光 

 

住
職
の
一
言 

 
 

阿
部
雄
峰 

 

本
年
も
残
す
と
こ
ろ
わ
ず
か
と
な
り
ま
し
た
。 

こ
の
一
年
を
振
り
返
って
み
る
と
、
止
ま
る
こ
と
な
く
常
に
動 

き
続
け
て
い
た
一
年
で
し
た
。
十
二
月
に
本
堂
須
弥
壇
の
修
繕
、
一
月

は
釈
迦
牟
尼
佛
像
を
安
置
し
て
修
正
会
、
二
月
は
阿
弥
陀
来
迎
図
を

本
堂
に
祀
り
地
蔵
供
養
、
大
般
若
祈
祷
会
、
三
月
は
彼
岸
供
養
会
、

四
月
は
釈
尊
降
誕
会
、
永
代
供
養
会
、
七
月
永
代
納
骨
堂
完
成
、
八

月
は
慈
峰
得
度
式
、
盆
行
事
、
十
一
月
は
薬
師
如
来
ご
開
帳
が
あ
り

ま
し
た
。 

 

中
で
も
一
番
の
大
行
事
は
、
三
十
三
年
ぶ
り
の
薬
師
如
来
ご
開
帳
で

し
た
。
十
月
二
十
日
の
中
日
新
聞
尾
張
版
に
ご
開
帳
の
記
事
が
掲
載

さ
れ
る
と
、
そ
の
日
か
ら
当
日
ま
で
ひ
っ
き
り
な
し
に
多
く
の
参
拝
客

が
訪
れ
賑
わ
い
ま
し
た
。
当
寺
の
薬
師
如
来
様
の
お
力
の
す
ご
さ
を
実

感
す
る
と
同
時
に
、
今
ま
で
リ
フ
ォ
ー
ム
や
修
繕
、
庭
の
手
入
れ
等
を

重
ね
て
な
ん
と
か
人
に
来
て
い
た
だ
け
る
お
寺
に
な
っ
た
の
だ
と
感
慨

深
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。 

無
事
に
ご
開
帳
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
随
喜
の
御
寺
院
様
を
は

じ
め
、
壇
信
徒
の
皆
さ
ん
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
の
皆
さ
ん
の
お
力
添

え
の
お
か
げ
で
す
。
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

こ
の
ご
開
帳
を
起
縁
と
し
て
、
お
参
り
に
来
て
く
だ
さ
る
方
や
、
御

朱
印
を
求
め
ら
れ
る
方
、
坐
禅
会
や
写
経
、
お
地
蔵
様
作
り
に
参
加

し
て
く
だ
さ
る
方
も
お
り
ま
す
。
と
て
も
よ
い
ご
縁
を
い
た
だ
き
有
難

く
思
い
ま
す
。
来
年
は
今
年
の
経
験
を
活
か
し
て
、
よ
り
多
く
の
人
の

た
め
に
な
る
開
か
れ
た
延
命
寺
を
目
指
し
て
精
進
し
て
い
く
所
存
で

す
。
今
年
同
様
に
あ
た
た
か
く
見
守
って
い
た
だ
け
る
と
幸
い
で
す
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我
々
は
こ
こ
死
の
領
域
に
近
い
。 

そ
の
こ
と
を
人
々
は
わ
か
って
い
な
い 

我
々
は
死
す
べ
き
も
の
だ
と
気
づ
い
て
い
な
い
。

こ
の
こ
と
わ
り
を
知
る
人
が
あ
れ
ば
、
争
い
は
鎮

ま
る
。  

 
 

『法
句
経
』 

 

私
た
ち
は
こ
の
世
界
に
お
い
て
、
死
と
隣
り
合

わ
せ
で
生
き
て
い
る
。
い
つ
死
ん
で
も
お
か
し
く
な

い
。
こ
の
こ
と
に
気
付
か
な
い
人
が
多
い
。
し
か

し
、
こ
の
現
実
を
理
と
し
て
受
け
と
め
自
覚
し
た

な
ら
、
も
は
や
争
い
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
、
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
世
で
確
か
な
も
の
は
、
「自
分
が
死
ぬ
」
と
い

う
こ
と
。
し
か
も
い
つ
死
ぬ
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

赤
ち
ゃ
ん
だ
か
ら
、
子
ど
も
だ
か
ら
、
健
康
だ
か

ら
死
な
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今

日
、
笑
って
い
て
も
明
日
ど
う
な
る
の
か
、
誰
に
も

わ
か
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
死
と
隣
合
わ
せ
に

生
き
て
い
る
の
で
す
。 

今
年
は
台
風
に
よ
る
災
害
が
あ
り
ま
し
た
。

多
く
の
命
が
突
然
失
わ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
死

と
隣
合
わ
せ
で
あ
る
こ
と
を
ま
ざ
ま
ざ
と
私
た
ち

に
思
い
知
ら
せ
た
出
来
事
で
し
た
。 

   

 

誰
も
が
、
人
は
生
ま
れ
た
ら
必
ず
死
ぬ
こ
と

を
知
って
い
ま
す
、
自
分
自
身
が
死
ぬ
身
で
あ
る

こ
と
を
深
く
考
え
ま
せ
ん
。
「
ど
う
せ
死
ぬ
ん
だ

か
ら
」
「
私
が
死
ん
だ
ら
ね
」
な
ど
と
く
口
に
し

ま
す
が
、
遠
い
国
の
お
と
ぎ
話
の
よ
う
に
、
他
人

事
の
よ
う
に
考
え
が
ち
で
、
自
分
だ
け
は
死
な

な
い
よ
う
な
感
じ
が
し
て
い
る
の
が
実
情
で
す
。 

お
釈
迦
様
は
そ
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
怒

り
、
争
う
の
だ
と
考
え
ま
す
。
今
日
、
明
日
、
死

ぬ
か
も
知
れ
な
い
存
在
だ
と
い
う
こ
と
を
受
け

と
め
て
い
な
い
か
ら
、
く
よ
く
よ
悩
み
、
目
の
前

の
損
得
で
腹
を
立
て
、
争
い
苦
し
む
の
で
す
。
そ

の
道
理
を
し
っ
か
り
と
肝
に
据
え
て
い
れ
ば
、
ど

れ
だ
け
無
意
味
な
こ
と
を
し
て
い
る
か
が
わ
か

り
ま
す
。 

お
釈
迦
様
は
怒
り
の
心
が
生
じ
た
時
、
明
日

を
も
知
れ
ぬ
命
と
思
い
な
さ
い
と
教
え
る
の
で

す
。
死
を
自
覚
す
る
と
い
う
と
、
暗
く
、
マ
イ
ナ

ス
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
死
を
自
覚
す
れ

ば
、
そ
の
と
き
そ
の
時
を
懸
命
に
、
誰
に
恥
じ
る

こ
と
な
く
、
で
き
れ
ば
人
の
役
に
立
っ
て
と
い
う

よ
う
に
自
ず
と
自
分
を
正
す
こ
と
が
で
き
る
の

で
、
プ
ラ
ス
の
生
き
方
と
な
る
の
で
す
。 

心
穏
や
か
に
過
ご
し
て
良
き
年
を
迎
え
ま
し

ょ
う
。 

 

ブ
ッ
ダ
の
言
葉
か
ら
学
ぶ 

 

八
月
一
日
の
盆
施
食
会
の
前
に
、
長
男
慈
峰

の
得
度
式
を
行
い
ま
し
た
。
当
日
は
三
十
七
度

と
い
う
猛
暑
に
な
り
、
き
ち
ん
と
練
習
通
り
で

き
る
か
不
安
も
あ
り
ま
し
た
が
、
最
後
ま
で
勤

め
上
げ
て
く
れ
ま
し
た
。
ご
参
列
く
だ
さ
った
皆

様
、
お
祝
い
の
言
葉
を
か
け
て
く
だ
さ
っ
た
皆

様
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

長
男
は
得
度
し
て
か
ら
は
毎
朝
の
勤
行
に
加

え
、
坐
禅
も
始
め
ま
し
た
。
ま
だ
ま
だ
僧
侶
と

し
て
は
未
熟
者
で
あ
り
ま
す
が
、
少
し
ず
つ
精

進
し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
今
後
と
も
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

長
男
得
度
式

と

く

ど

し
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甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
台
風
十
九

号
が
去
っ
て
か
ら
一
ヶ
月
が
経
ち
ま
し
た
が
、

被
害
に
遭
わ
れ
た
方
々
の
生
活
は
未
だ
に
混

乱
が
続
い
て
い
ま
す
。 

そ
こ
で
今
回
ご
開
帳
し
た
薬
師
如
来
の
の

ぼ
り
を
新
た
に
作
り
、
冥
加
料
の
一
部
を
台

風
被
災
地
に
寄
付
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に

し
ま
し
た
。 

の
ぼ
り
奉
納
者
は
お
正
月
に
ご
祈
祷
さ
せ

て
い
た
だ
き
、
薬
師
堂
前
に
の
ぼ
り
を
約
一

年
間
（
の
ぼ
り
の
寿
命
ま
で
）
奉
納
い
た
し
ま

す
。 

 

《の
ぼ
り
冥
加
料 

五
千
円
》 

※
ポ
ー
ル
代
・
ポ
ー
ル
ス
タ
ン
ド
代
含
む
。

五
千
円
の
う
ち
千
円
を
寄
付
い
た
し
ま
す
。 

 

 

日
々
の
暮
ら
し
か
ら
ち
ょ
っ
と
離
れ
、
皆
で

学
ん
で
泣
い
て
笑
え
る
よ
う
な
時
間
を
と
い
う

思
い
か
ら
、
月
一
回
の
映
画
鑑
賞
会
を
始
め

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

 

第
一
回
・
二
回
は
ア
ニ
メ
『
手
塚
治
虫
の
ブ
ッ

ダ
』
を
上
映
し
ま
す
。
吉
永
小
百
合
さ
ん
や

堺
雅
人
さ
ん
な
ど
が
声
優
を
つ
と
め
て
お
ら

れ
、
子
ど
も
も
大
人
も
楽
し
め
る
映
画
で

す
。 鑑

賞
料
は
お
気
持
ち
を
募
金
箱
に
入
れ
て

い
た
だ
き
、
集
ま
っ
た
寄
付
金
は
す
べ
て
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
団
体
に
寄
付
し
ま
す
。 

ぜ
ひ
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
お
越
し
く
だ
さ

い
。 

お
札
配
布
し
ま
す 

 

一
月
一
日
０
時
よ
り
、
本
堂
に
て
新
年
の

法
要
を
行
い
ま
す
。
そ
の
際
に
祈
祷
し
た
お

札
を
一
月
中
に
お
参
り
く
だ
さ
っ
た
皆
様
に

配
布
い
た
し
ま
す
。
「
立
春
大
吉
」
は
玄
関

に
、
「
鎮
防
火
燭
」
は
台
所
に
貼
っ
て
く
だ
さ

い
。 

寄
付
付
き
の
ぼ
り

奉
納
承
り
ま
す 

 

チ
ャ
リ
テ
ィ
映
画
鑑
賞
会 

 
お
正
月
特
別
御
朱
印 

 

一
月
一
日
～
六
日
ま
で
の
六
日
間
、
通
常

の
御
朱
印
に
加
え
、
お
正
月
の
特
別
御
朱
印

を
ご
用
意
い
た
し
ま
す
。
延
命
地
蔵
、
薬
師

如
来
、
千
手
観
音
の
三
種
類
あ
り
ま
す
。
集

印
さ
れ
て
い
る
方
は
よ
ろ
し
け
れ
ば
お
立
ち

寄
り
く
だ
さ
い
。 

開
催
日
：
毎
月
第
二
土
曜
日
十
四
時
～ 

第
一
回 

一
月
十
一
日
（土
）十
四
時
～ 

第
二
回 

二
月
八
日
（土
）十
四
時
～ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精進ごはんレシピ 

 

 
 
 
 
 
 

お
知
ら
せ
・募
集 

◆
除
夜
の
鐘 

 

十
二
月
三
十
一
日
（火
） 

午
後
十
一
時
三
十
分
～ 

 
 

参
加
無
料
。
お
汁
粉
あ
り
。
祈
祷
後
お
札
配
布
。 

 

◆
健
康
祈
願
こ
ど
も
卓
球
大
会 

一
月
四
日
（土
） 

午
後
一
時
～ 

 

子
ど
も
た
ち
の
健
康
祈
願
の
ご
祈
祷
を
行
い
、
そ
の
後
卓
球
や

七
福
神
探
し
な
ど
を
し
ま
す
。
小
学
生
対
象
。
景
品
あ
り
。 

※
定
員 

十
六
名 

(

参
加
費
二
百
円) 

 

お
申
し
込
み
は
お
寺
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

 

◆
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 

 

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

 

◆
お
地
蔵
さ
ま
作
り
の
会 

メ
ン
バ
ー
募
集 

 

（活
動
日
） 
毎
月
第
四
土
曜
日 

午
後
一
時
～
午
後
三
時
頃 

編
集
後
記 

 

薬
師
ご
開
帳
記
念
に
特
別
御
朱
印
を
用
意
し
た
と
こ

ろ
、
東
京
や
大
阪
、
北
九
州
な
ど
県
外
か
ら
も
多
く
の
人

が
参
拝
に
こ
ら
れ
ま
し
た
。
御
朱
印
帳
を
見
て
み
る
と
、
全

国
寺
社
の
素
敵
な
御
朱
印
が
あ
り
、
大
変
勉
強
に
な
り
ま

し
た
。
今
後
も
行
事
ご
と
に
新
し
い
御
朱
印
を
考
案
し
て
い

き
た
い
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 
      

 

     

材料（4人分） 

里芋…200g 人参…40g ごぼう…40g こんにゃく、厚揚げ…各 1/2枚 白菜 200g  

チンゲン菜…2株 干し椎茸…4枚 昆布だし…6カップ しょうがの絞り汁…大さじ 2 片栗粉…小さじ 2  

ごま油…適宜 塩・酒・みりん・醤油 

作り方 

①里芋は皮をむいて乱切りに、人参ごぼうも乱切り、こんにゃくは 2㎝はばに切って薄切り、厚揚げは 2

㎝角に切り、白菜は 3㎝幅に切る。チンゲン菜は 3㎝大に切ってかために塩ゆで、干し椎茸はもどして

軸を落として薄切りにし、軸は石づきを除いて縦に千切りする。 

②鍋にごま油を熱し、用意したチンゲン菜以外の具を 2～3 分炒める。油がからんで外側が透明になった

ら、昆布だし、酒 1/3 カップ、みりん大さじ 2 を加えて柔らかくなるまで煮込み、醤油大さじ 2～3、

塩少々を加えてさらに煮る。 

③味が決まったらしょうがの絞り汁を加え、水で溶いた片栗粉を加えてとろみをつけ、最後にチンゲン菜

の葉を加える。 

 

永平寺では寒さが厳し
くなると、のっぺい汁
をよく作ります。体も
心もあたたまります。 


