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三　松　禅　寺

平成27年7月

第　64　号

檀家の皆様
ご寄稿を

お願いします

寺禅松三

昔
を
生
き
る孟

夏

載

皆

川

大

貴

【
善
は
い
そ
げ
】
有
名
な
こ

の
言
葉
は
実
は
お
し
ゃ
か
様
の

教
え
で
す
。
（
法
句
経
1
1
6
）

善
は
急
げ
、
心
を
悪
か
ら
遠

ざ
け
よ
。

善
を
た
め
ら
っ
て
い
て
は
、

心
が
悪
を
楽
し
む
。

（
法
旬
経
1
1
6
）

こ
こ
で
云
う
悪
と
は
、
執
着
心
・

怒
り
・
怠
惰
・
放
逸
な
ど
の
心

の
弱
さ
で
す
。
一
日
中
だ
ら
だ

ら
ゲ
ー
ム
や
テ
レ
ビ
、
御
菓
子

を
食
べ
続
け
た
り
、
性
欲
の
解

消
や
ネ
ッ
ト
な
ど
に
時
間
を
使

う
、
勝
ち
負
け
に
こ
だ
わ
り
自

分
の
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
と
、

す
ぐ
に
腹
を
立
て
て
怒
り
を
ぶ

つ
け
た
り
し
て
し
ま
う
。

心
を
よ
く
制
御
で
き
る
人
に

は
安
ら
か
な
日
々
が
待
っ
て

い
る
。
　
　
（
法
句
経
3
5
）

問
題
は
心
で
心
を
制
御
せ
ず
に
、

行
動
・
落
ち
着
い
た
修
行
（
坐

禅
）
・
つ
つ
し
み
の
身
体
作
法

（
戒
定
慧
）
　
で
調
う
の
で
す
。

自
分
の
心
を
調
え
て
煩
悩
の

心
に
従
わ
ず
、
心
を
制
御
す

る
主
　
（
あ
る
じ
）
　
と
な
れ
。

（
主
人
公
）
　
（
法
旬
経
3
8
0
）

「
主
人
公
」
と
は
、
ご
く
自

然
で
純
粋
な
人
格
・
本
来
の
面

目
　
（
自
分
）
・
仏
性
の
こ
と

他
人
の
過
ち
を
あ
れ
こ
れ
言

1
つ
な

た
だ
自
分
が
や
る
べ
き
こ
と

を
し
た
か
ど
う
か
を
問
う
が

い
い
。
　
　
（
法
旬
経
5
0
）

生
老
病
死
の
苦
楽
が
自
分
の
修

行
の
場

仏
教
の
出
発
　
『
人
生
は
苦

な
り
』

苦
諦
　
（
苦
・
ド
ゥ
ク
ハ
）
　
の
諦

め
　
（
覚
悟
）

覚
悟
と
は
、
過
ぎ
去
っ
た
事

に
対
し
、
喪
失
感
・
未
練
・
執

着
せ
ず
、
今
有
る
も
の
を
有
効

に
使
い
・
感
謝
し
て
生
き
抜
く
。

【
苦
集
滅
道
】

間
違
い
や
す
い
の
は
、
「
人
生

は
苦
し
い
」
と
否
定
的
に
読
み

替
え
て
し
ま
う
こ
と
。
【
苦
】

と
は
「
苦
痛
」
精
神
と
肉
体
が

悩
む
状
態
・
苦
し
み
の
こ
と
で

は
な
く
、
「
物
事
は
自
分
中
心

に
、
思
い
通
り
に
は
い
か
な
い
。
」

と
い
う
真
実
で
す
。
い
く
ら
サ

ト
リ
を
開
い
て
も
、
病
気
や
肉

体
の
苦
痛
が
無
く
な
る
事
は
無

い
の
で
す
。
う
っ
か
り
「
無
心
・

無
念
無
想
」
　
を
自
分
勝
手
に

「
何
も
感
じ
な
い
考
え
な
い
状

態
」
と
間
違
っ
て
し
ま
い
心
の

病
に
な
る
人
が
い
ま
す
。
自
分

の
人
生
を
気
に
入
る
　
気
に
入

ら
な
い
と
、
さ
迷
い
生
き
る
事

で
は
無
く
・
現
実
を
認
め
、
安

ら
ぎ
を
目
指
し
て
、
今
こ
こ
に

覚
悟
を
決
め
、
お
釈
迦
様
の
示

さ
れ
た
方
法
（
八
正
道
）
　
で
生

き
る
事
で
す
。

「
苦
を
生
き
る
」

お
釈
迦
様
は
　
『
苦
行
』
を
否

定
さ
れ
ま
す
。
い
や
い
や
・

渋
々
・
自
分
を
否
定
し
て
身
体

を
傷
付
け
る
等
、
し
か
し
『
苦
』

の
下
に
『
心
』
を
付
け
ま
す
と

『
苦
心
』
物
事
に
対
し
て
コ
ツ

コ
ツ
精
進
し
て
完
成
に
導
く
事
、

が
大
切
な
生
き
方
で
す
。

『
一
切
皆
苦
』
一
日
の
身
命
を

敬
愛
し
・
懇
ろ
に
「
苦
修
・
苦

学
」
　
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

苦
は
わ
た
し
た
ち
を

強
く
す
る
根

苦
は
わ
た
し
た
ち
を

支
え
て
い
る
幹

苦
は
私
た
ち
を
美
し
く

す
る
花

『
四
苦
八
苦
』

生
・
老
・
病
・
死
　
必
然
に
対

す
る
覚
悟
【
四
苦
】

後
の
四
苦
を
足
し
て
八
苦

愛
別
離
苦

愛
す
る
対
象
と
別
れ
る
。

怨
憎
会
苦

憎
む
対
象
と
の
出
会
い
。

求
不
得
苦

求
め
て
も
得
ら
れ
な
い
。

五
藩
盛
苦

【
色
】
肉
体
【
受
】
感
覚

【
想
】
想
念
【
行
】
意
思
決
定

【
識
】
認
識
な
ど
に
執
着
す
る
。

人
生
を
「
苦
行
」
　
に
生
き
る
の

か
、
安
ら
ぎ
を
目
指
し
て
　
「
苦

心
」
す
る
の
か
。
あ
な
た
は
ど

う
【
苦
】
を
覚
悟
・
決
心
い
た

し
ま
す
か
？

よ
わ
ね
を
は
く
な

く
よ
く
よ
す
る
な

な
き
ご
と
い
う
な

う
し
ろ
を
む
く
な

ひ
と
つ
を
ね
が
い

ひ
と
つ
を
し
と
げ

は
な
を
さ
か
せ
よ

よ
い
み
を
む
す
べ

坂
村
真
民

微
笑
み
な
が
ら
声
を
出
し
て

言
っ
て
く
だ
さ
い
。

た
む
け
る
こ
と
ば
　
（
回
向
文
）

わ
た
し
は
生
き
と
し
生
け

る
も
の
の

尊
い
生
命
に
め
ざ
め
、

身
と
心
と
国
土
を
清
め
、

い
の
ち
を
美
し
く
、

こ
だ
わ
り
な
く
　
さ
ま
た

げ
な
い

自
由
な
智
慧
と
慈
悲
を

円
か
に
い
た
し
ま
す
。

三
枚
寺
　
大
兵
　
合
掌

仏
は
た
だ
こ
と
ば
で
教
え
る

だ
け
で
は
な
く
、
身
を
も
っ
て

教
え
る
。
仏
は
、
そ
の
寿
命
に

限
り
は
な
い
が
、
欲
を
食
っ
て

飽
く
こ
と
の
な
い
人
び
と
を
目

覚
ま
す
た
め
に
、
手
段
と
し
て

死
を
示
す
。

例
え
ば
多
く
の
子
を
持
つ
医

師
が
、
他
国
へ
旅
を
し
た
留
守

に
子
供
ら
が
毒
を
飲
ん
で
悶
え

苦
し
ん
だ
と
し
よ
う
。
医
師
は

帰
っ
て
こ
の
有
様
を
見
、
驚
い

て
よ
い
薬
を
与
え
た
。
子
供
た

ち
の
う
ち
、
正
常
な
心
を
失
っ

て
い
な
い
者
は
そ
の
薬
を
飲
ん

で
病
を
除
く
こ
と
が
で
き
た
け

れ
ど
も
、
す
で
に
正
常
な
心
を

失
っ
て
し
ま
っ
た
者
は
そ
の
薬

を
飲
も
う
と
し
な
か
っ
た
。

父
で
あ
る
医
師
は
、
彼
ら
の

病
を
い
や
す
た
め
に
思
い
き
っ

た
手
段
を
と
ろ
う
と
決
心
し
た
。

彼
は
子
供
た
ち
に
言
っ
た
　
－

「
わ
た
し
は
長
い
旅
に
出
か
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
た
し

は
老
い
て
、
い
つ
死
ぬ
か
も
わ

か
ら
な
い
。
も
し
わ
た
し
の
死

を
聞
い
た
な
ら
、
こ
こ
に
残
し

て
お
く
薬
を
飲
ん
で
、
お
の
お

の
元
気
に
な
る
が
よ
い
。
」
　
こ

う
し
て
彼
は
ふ
た
た
び
長
い
旅

に
出
た
。
そ
し
て
使
い
を
遣
わ

し
て
そ
の
死
を
告
げ
さ
せ
た
。

子
供
た
ち
は
こ
れ
を
聞
い
て

深
く
悲
し
み
、
「
父
は
死
ん
だ
。

も
は
や
わ
れ
わ
れ
に
は
た
よ
る

者
が
な
く
な
っ
た
。
」
と
嘆
い

た
。
悲
し
み
と
絶
望
の
中
で
、

彼
ら
は
父
の
遺
言
を
思
い
出
し
、

そ
の
薬
を
飲
み
、
そ
し
て
回
復

した。世
の
人
は
こ
の
父
で
あ
る
医

師
の
う
そ
を
責
め
る
で
あ
ろ
う

か
。
仏
も
ま
た
こ
の
父
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。

仏
は
、
欲
望
に
追
い
ま
わ
さ

れ
て
い
る
人
び
と
を
救
う
た
め

に
、
仮
に
こ
の
世
に
生
と
死
を

示
し
た
の
で
あ
る
。
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各地からの修学施行生
坐　　禅

若竹茶会
裏千客淡交合奈良青年部Ⅰ

Es、： �誉字音寮※■菜※諾 �簗㌍繋隼㌶窯圭※ 
窯 勇 �〇緩汚 �� �墨：・〉 ；リミニ＝ 8㍍緩（ �：0、㍍3 �朝 �迎えだんご 

夕 �お茶湯、お菓子 
野菜のひたし 

藍 �準 �� 

ひろうす、ゆばなどの煮つけ 
冬瓜の吸物 
ご飯 

右、；′ご � ���揖 �）藩 �朝 昼 午後3時ごろ �おはぎ（砂糖2斤、謹採、1升、小豆1升） 
ナスのひたし 
煮〆（高野豆腐、椎茸、湯葉） 白豆腐の味噌汁 

に、賃 

つけもの 
赤飯 

ま � �誉・2≒ ��6、獲 ご試 

スイカ 
夕 �レン根の酢の物 

昆布巻き、タケノコ、ニンジン、 
グリーンピースのたき合わせ 
瓜の浅漬け 

第0、≡ �� ���ばのロ 
ご飯 

葦ギ 〇㌔縫 �0簸 窪 舞 � �※睾 墾3≡ 六、・ 薫誹 �※、‡ ・ごて �朝 昼 �ナスの浅漬け 

自蒸し（梗米1合） 
米だんご（米粉1合） 
蒸し芋（赤芋2個） 
そうめん（昆布と椎茸の出し汁） 

午後3時ごろ �柚少々 わらび餅（わらび粉1台、水3合） 
夕 �南瓜の煮つけ 

干びょう、ひろうす、三度豆の煮物 
キュウリとワカメの酢の物 
つけもの（奈良づけ） 
ふの吸物 
茶飯（茶をいれてたく） 

冥e � �送りだんご（米の粉でシンコ国子をつくる） 
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鴬貴

重表‘

寺禅松三

十
十
　
∵
一

お
し
ゃ
か
さ
ま
は
、

シ
ャ
カ
族
の
王
子
さ

ま
と
し
て
、
お
生
ま

れ
に
な
る
ま
え
に
、

な
ん
ど
も
な
ん
ど
も
、

生
ま
れ
か
わ
っ
て
、

そ
の
た
び
に
た
い
へ

ん
り
つ
ば
な
、
お
こ

な
い
を
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
け
つ
か
、
シ

ャ
カ
族
の
王
子
さ
ま

に
、
お
生
ま
れ
に
な

っ
た
の
だ
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

で
は
、
お
し
ゃ
か

さ
ま
は
、
ど
ん
な
よ

い
お
こ
な
い
を
さ
れ

た
の
で
し
ょ
う
か
。

」
　
工
、
∴
　
ナ
I
・

「
わ
し
の

お
ん
が
え
し
①
」

文
・
豊
原
　
大
成

絵
・
小
西
　
恒
光

自
照
社
出
版

「
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
え

は
ん
④
」
よ
り
再
掲

わ
し
の
お
ん
が
え
し
①

む
か
し
む
か
し
、
お
し
ゃ
か
さ
ま
は
　
お
や
こ

う
こ
う
な
　
わ
し
の
子
と
し
て
　
お
生
ま
れ
に
な

り
ま
し
た
。
お
か
あ
さ
ん
わ
し
が
、
と
し
を
と
っ

て
　
そ
ら
を
と
べ
な
い
の
で
、
お
か
あ
さ
ん
の

え
さ
も
　
と
っ
て
き
て
、
た
べ
て
も
ら
っ
て
い
ま

した。あ
る
日
の
こ
と
で
す
。
あ
め
か
ぜ
が
　
は
げ
し

く
て
、
お
や
こ
う
こ
う
な
わ
し
は
　
そ
ら
を
　
と

べ
ず
、
え
さ
も
　
と
れ
ま
せ
ん
。
お
な
か
が
　
す

く
の
で
、
ほ
か
の
　
わ
し
た
ち
と
　
い
っ
し
ょ
に
、

み
ち
ば
た
で
　
ふ
る
え
て
い
ま
し
た
。

そ
の
と
き
、
と
お
り
か
か
っ
た
　
り
っ
ぱ
な

お
じ
さ
ん
が
、
あ
め
の
　
か
か
ら
な
い
　
と
こ
ろ

へ
　
わ
し
た
ち
を
　
つ
れ
て
い
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
た
き
火
を
し
て
　
わ
し
た
ち
の
　
か
ら

だ
を
　
あ
た
た
め
、
え
さ
を
　
さ
が
し
て
き
て
、
た
べ
さ
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

あ
め
か
ぜ
が
　
や
む
と
、
わ
し
た
ち
は
　
げ
ん
き
に
　
山
に
　
か
え
り
、
そ
う

だ
ん
　
し
ま
し
た
。

「
み
ん
な
で
　
あ
の
　
お
じ
さ
ん
に
　
ご

お
ん
が
え
し
を
　
し
よ
う
！
」

わ
し
た
ち
は
　
て
ん
き
の
よ
い
日
、
そ

ら
を
　
と
び
な
が
ら
、
ま
ち
や
む
ら
の

あ
ち
こ
ち
に
　
は
し
て
あ
る
　
き
も
の
や

ア
ク
セ
サ
リ
ー
を
　
み
つ
け
る
と
、
さ
っ

と
　
ま
い
お
り
て
　
そ
れ
を
　
く
わ
え

お
じ
さ
ん
の
　
い
え
の
　
に
わ
に
　
お
と

し
ま
し
た
。

お
じ
さ
ん
は
　
わ
し
が
　
お
と
し
て
い

っ
た
　
き
も
の
や
　
ア
ク
セ
サ
リ
ー
は
、

じ
ぶ
ん
の
　
も
の
と
は
　
べ
つ
の
ば
し
ょ

に
　
き
ち
ん
と
　
し
ま
っ
て
お
き
ま
し
た
。

詠
コ
尽
十
方
界
真
実
人
体
づ
給
ふ

世
の
中
に
　
粟
の
心
や
　
な
れ
る
ら
ん

禦
茹
孟
∴
蚕
の
鮎

「
尽
十
方
界
真
実
人
体
」
正
法
眼
蔵
諸
法
実
相
の
巻
に
、
長
沙
景
琴
（
八
六
入
寂
）
禅
師
の
語
と
し
て
、

尽
十
方
界
真
実
人
体
、
尽
十
方
界
自
己
光
明
裏
と
説
か
れ
て
い
る
。

こ
の
世
界
に
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、
な
ん
の
い
つ
わ
り
も
な
く
、
変
わ
る
こ
と
の
な
い

真
性
そ
の
も
の
で
あ
る
　
と
い
う
意
味
の
語
。

「
真
の
人
」
ほ
ん
と
う
の
道
を
さ
と
っ
た
人
。

（歌意）
こ
の
世
の
中
で
、
ほ
ん
と
う
に
仏
の
教
え
を
さ
と
っ
た
人
は
い
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
今
日
も
青

空
が
、
涯
も
な
く
晴
れ
あ
が
り
、
明
る
い
日
ざ
し
に
か
が
や
い
て
い
る
。

禅
師
は
鎌
倉
滞
在
中
、
執
権
職
に
就
て
二
年
目
の
時
頼
に
、
妄
執
に
は
し
る
の
を
諌
め
、
無
欲
情

淡
に
生
き
る
こ
と
を
説
か
れ
て
い
る
。
偽
り
の
な
い
真
の
生
活
を
、
歌
に
托
し
て
、
奨
め
ら
れ
た
。

⑳養
T
L
七
三
串
禅
ヰ
彼
岸
か
な

絃
す
み
れ
桑
名
落
選
う
一
夕
卑
台

あ
お
に
よ
、
し
氷
室
の
、
し
だ
れ
食
か
七

億
梓
川
の
夜
食
峡
ゆ
る
ま
つ
1
の
火

昏
御
大
中
一
な
る
ヰ
終
車
七

一
千
或
二
十
七
阜
三
月
骨
日

高
　
賂
　
慈
一
宮


