
　
曹
洞
宗
大
本
山
・
永
平
寺
で
は「
法
食

同
輪
」と
い
う
考
え
の
も
と
、
仏
道
修
行

と
同
じ
く
ら
い
食
事
を
大
切
な
修
行
と

と
ら
え
て
い
ま
す
。
旬
の
食
材
を
ほ
と

ん
ど
余
す
こ
と
な
く
美
味
し
く
調
理
し
、

感
謝
し
て
い
た
だ
く
。
大
庫
院（
だ
い
く

い
ん
）と
い
う
台
所
を
仕
切
る
の
は
、
永

平
寺
の
中
で
も
役
職
の
高
い「
典
座（
て

ん
ぞ
）」と
呼
ば
れ
る
料
理
長
。
こ
こ
か

ら
も
食
を
重
要
視
す
る
姿
勢
が
分
か
り

ま
す
。

　
さ
て
、
食
事
が
全
員
に
行
き
わ
た
っ

た
ら
ま
ず
五
つ
の
事
柄
を
心
に
え
が
き

反
省
す
る
そ
う
で
す
。
そ
れ
は
五
観
の

偈（
げ
）と
い
わ
れ
、「
目
前
の
食
事
の
出

来
上
が
っ
て
く
る
経
路
」、「
食
事
を
受

け
る
と
い
う
供
養
を
受
け
る
だ
け
の
正

し
い
行
い
を
自
分
が
で
き
て
い
る
か
」、

「
常
日
ご
ろ
貪
り
の
心
、
怒
り
の
心
、
道

理
を
わ
き
ま
え
ぬ
心
を
根
本
に
、
迷
い
、

過
ち
を
犯
さ
な
い
よ
う
に
心
が
け
て
い

る
か
」、「
食
事
は
正
に
良
薬
で
あ
り
、

身
が
痩
せ
衰
え
る
の
を
防
ぐ
も
の
」、

「（
仏
）道
を
成
就
す
る
た
め
に
食
事
を
い

た
だ
く
」と
い
う
も
の
で
す
。

　
こ
れ
ら
は
ま
さ
に
、
今
注
目
の「
食

育
」に
つ
な
が
る
考
え
方
で
す
。

　
食
べ
る
人
の
こ
と
を
思
い
、
旬
の
素

材
を
工
夫
を
凝
ら
し
て
美
味
し
く
調
理

す
る
。
そ
し
て
、
食
べ
る
人
は
、
調
理

し
て
く
れ
た
人
を
は
じ
め
、
自
分
に
食

を
与
え
れ
く
れ
た
人
、
自
然
、
す
べ
て

に
感
謝
し
て
い
た
だ
く
。「
よ
り
良
く
生

き
る
」と
い
う
仏
教
の
教
え
は
食
事
ひ
と

つ
に
も
表
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
精
神
は
福
井
に
住
む
人
を
は
じ

め
多
く
の
人
々
に
受
け
継
が
れ
て
い
る

の
で
す
。

感謝の気持ちを大切に美味しくいただく事が大切。

植物であっても全て命があるもの。だからこそ食材を
大切にし、感謝して調理しています。無駄をできるだ
け省くため、例えば人参の皮は剥かずにそのまま使
い、キャベツは芯まで調理します。ときには山へ山菜
採りに入ったりすることもあります。季節ごとの旬の
素材の美味しさを引き立つように調理しています。

五観の偈
一つには功の多少を計り、彼の来処を量る。
二つには己が徳行の全欠を忖って供に応ず。
三つには心を防ぎ過を離るることは、貪等を宗とす。
四つには正に良薬を事とするは、形枯を療ぜんが為なり。
五つには成道の為の故に、今此の食を受く。

曹洞宗大本山・永平寺
典座老師 三好良久さん

　
曹
洞
宗
大
本
山
・
永
平
寺
で
は「
法
食

同
輪
」と
い
う
考
え
の
も
と
、
仏
道
修
行

と
同
じ
く
ら
い
食
事
を
大
切
な
修
行
と
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左から、白米、汁（豆腐、冬瓜、青味麩）、漬物、
小（芋茎（ずいき）ときゅうりと枝豆の酢の物）、平（冬瓜、結び昆布、薄揚げ）

精進料理

問大本山永平寺総受処　0776・63・3102

次
世
代
に
残
し
た
い

今
も
伝
わ
る
伝
統
食
＆
加
工
品

豊
か
な
大
地
、
清
ら
か
な
水
、
恵
ま
れ
た
気
候
な
ど
の
好
条
件
で
生
ま
れ
た
食
材
た
ち
。

そ
れ
ら
を
生
か
し
た
美
味
は
、
今
な
お
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
次
世
代
に
残
し
た
い
珠
玉
の
逸
品
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　豊
か
な
自
然
に
囲
ま
れ
、
食
材
に
も

恵
ま
れ
た
地
域
は
全
国
各
地
に
数
多
く

あ
り
ま
す
が
、
福
井
県
ほ
ど
山
・
海
・
里

の
幸
が
バ
ラ
ン
ス
良
く
揃
っ
て
い
る
土

地
は
珍
し
い
と
言
え
ま
す
。

　福
井
県
は
古
く
か
ら
港
町（
三
国
・
敦

賀
・
小
浜
な
ど
）と
し
て
栄
え
た
場
所
で

も
あ
り
ま
す
。
か
つ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
が

北
前
船
の
寄
港
地
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら

京
へ
と
物
資
を
運
ぶ
街
道（
鯖
街
道
な

ど
）や
宿
場
町
も
発
達
し
ま
し
た
。
そ
の

際
、
食
材
の
多
く
は
独
自
に
加
工
さ
れ

て
運
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

　生
産
者
自
ら
が
手
作
り
す
る
も
の
、

熟
練
の
職
人
が
手
が
け
る
も
の
な
ど
多

種
多
彩
に
あ
り
、
そ
れ
ら
の
先
人
の
知

恵
が
詰
ま
っ
た
逸
品
が
、
今
な
お
伝
承

さ
れ
て
い
ま
す
。

先
人
の
知
恵
か
ら

生
ま
れ
た
美
味
が

伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。

　福
井
県
は
昔
か
ら
仏
教
、
特
に
浄
土

真
宗
の
教
え
が
広
く
浸
透
し
て
い
る
地

域
で
す
。
大
本
山
永
平
寺
を
有
す
る
こ

と
も
あ
り
、
信
仰
深
い
土
地
柄
で
す
。
先

祖
を
偲
ぶ
お
つ
と
め
時
の
昼
食
で
あ
る

精
進
料
理（
報
恩
講
料
理
）に
も
福
井
の

伝
統
料
理
が
登
場
し
ま
す
。
そ
れ
ら
も

ま
た
福
井
の
食
文
化
と
し
て
現
在
ま
で

伝
承
さ
れ
、
日
々
の
食
卓
に
上
る
こ
と
も

多
く
あ
り
ま
す
。

　野
菜
を
中
心
と
し
た
料
理
は
、
地
元

で
採
れ
る
も
の
を
使
用
し
、
素
材
の
味

を
生
か
し
て
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
素
朴
で

奥
が
深
く
食
事
の
大
切
さ
を
再
確
認
す

る
も
の
ば
か
り
。
そ
ん
な
福
井
特
有
の

伝
統
食
も
全
国
に
誇
れ
る
逸
品
ば
か
り

で
す
。

滋
味
深
い
伝
統
食
、

全
国
に
誇
れ
る

特
有
の
食
文
化
で
す
。

旬の食材を美味しく、感謝していただく
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福
井
県
は
昔
か
ら
仏
教
、
特
に
浄
土

真
宗
の
教
え
が
広
く
浸
透
し
て
い
る
地

域
で
す
。
現
在
で
も
多
く
の
門
徒
た
ち

に
よ
り
浄
土
真
宗
の
宗
祖
、
親
鸞
聖
人

を
敬
い
、
先
祖
を
偲
ぶ
日
々
の
お
つ
と

め
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

中
で
も
報
恩
講
は
、
親
鸞
聖
人
の
恩
徳

を
謝
す
最
も
重
要
な
行
事
で
す
。

　
そ
の
報
恩
講
時
の
昼
食（
精
進
料
理
）

を
お
齋（
お
と
き
）と
言
い
、
当
番
の
門

徒
の
方
が
作
っ
た
料
理
を
参
拝
者
に
ふ

る
ま
い
ま
す
。
お
齋
は
一
汁
三
菜
を
基

本
に
、
野
菜
の
煮
物
や
和
え
物
中
心
の

献
立
。
数
名
の
門
徒
が
手
作
り
し
ま
す
。

形
態
や
献
立
は
地
区
ご
と
に
受
け
継
が

れ
た
伝
統
的
な
も
の
で
す
。

　
野
菜
の
煮
物
や
辛
子
和
え
な
ど
、
ど

れ
も
地
味
な
が
ら
も
奥
深
い
料
理
ば
か

り
。
そ
れ
ら
は
懐
か
し
く
、
食
べ
る
者

を
温
か
く
包
み
、
幸
せ
な
気
持
ち
に
導

い
て
い
ま
す
。

素
朴
で
奥
が
深
い

時
間
を
か
け
て
味
わ
う

昔
な
が
ら
の
料
理
。

報
恩
講
料
理

ほ

　

 

う

　
　お 

　ん

　
　

 

こ 

　う

食
事
の
大
切
さ
を
再
確
認
す
る

仏教各派で行われる宗祖の恩
徳を謝す法会。浄土真宗の各
寺では宗祖親鸞聖人の忌日を
中心に門徒が寺に集まり、昼
食（お齋）をはさんで午前・午後
にお勤め・説教が行われます。

報恩講

交流が希薄になっている
現代において、後世に残し
たい行事の一つである報
恩講。各家庭で収穫した
野菜を持ち寄り、知恵を出
し、料理します。食事を通し
て生きる喜びと感謝が自
然と生まれてくるのです。

　
約
７
７
０
年
前
、
道
元
禅
師
に
よ
り

座
禅
修
行
の
道
場
と
し
て
創
建
さ
れ
た

曹
洞
宗
大
本
山
永
平
寺
。
日
常
生
活
の

す
べ
て
が
修
行
と
な
り
、
食
事
を
取
る

こ
と
も
そ
の
一
つ
で
す
。
殺
生
を
戒
め

る
大
乗
仏
教
の
考
え
方
に
由
来
し
、
魚

介
類
や
肉
類
を
用
い
ず
、
穀
物
や
野
菜

な
ど
を
主
と
す
る
精
進
料
理
の
中
で
も
、

年
中
行
事
な
ど
の
特
別
な
日
に
用
意
さ

れ
、
雲
水
た
ち
の
貴
重
な
タ
ン
パ
ク
源

と
し
て
食
さ
れ
て
き
た
の
が
、
ご
ま
ど

う
ふ
で
す
。

　
ご
ま
ど
う
ふ
の
材
料
は
た
っ
ぷ
り
の

ゴ
マ
と
水
、
そ
し
て
葛
の
3
種
類
の
み
。

丁
寧
に
炒
っ
た
ゴ
マ
を
じ
っ
く
り
す
り

つ
ぶ
し
、
白
山
か
ら
流
れ
る
ミ
ネ
ラ
ル

豊
富
な
地
下
水
と
最
上
級
の
葛
を
加
え
、

練
り
あ
げ
る
こ
と
で
豊
か
な
香
り
が
生

ま
れ
、
な
め
ら
か
で
も
っ
ち
り
と
し
た
味

わ
い
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
厳
し
い
禅

修
行
を
支
え
る
風
味
豊
か
な
逸
品
で
す
。

特
別
な
日
に
供
す

滋
養
強
壮
に
優
れ
た

禅
寺
の
美
味
。

ご
ま
ど
う
ふ

滋
味
豊
か
な
禅
寺
の
味

永平寺での食事は仏道修行と
同じくらい大切だとされています。
道元禅師は調理と食事作法を
仏道修行の域にまで高めようと
「典座教訓（てんぞきょうくん）」
を著述しています。

永平寺

健康ブームにより、永平寺町で製造さ
れたごまどうふも一躍脚光を浴び、今
では全国にその名が知れ渡りました。
スタンダードな白ゴマに加え、黒ゴマを
使ったごまどうふが人気です。
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八ツ頭芋の茎の部分で、繊維質が
たっぷり。いろいろな料理にもマッチ
することから、近年のヘルシーブーム
にのって注目を集めている食材です。
美容食としても最適です。

赤ずいき

すこ（赤ずいき）
ポピュラーな郷土料理

食
卓
に
欠
か
せ
な
い

油
揚
げ
消
費

全
国
有
数
の
福
井
。 美味しい福井の水で作った木綿豆腐を原料

に、時間をかけてじっくり揚げて作る油揚げ。
揚げたてをそのまま食べるのはもちろん、煮物
や汁物などに利用しても美味です。

油揚げ

厚揚げの
煮たの

分厚いのが主流打ち豆ひじき
雪国に伝わるお惣菜

古くから水田の畦で栽培した大豆を
打ち豆の形で貯蔵していました。大
豆を水に浸して柔らかくしたものを叩
いて潰し、再び乾燥させて仕上げた
保存食材です。

打ち豆

福井産からし種を丸ごと粗挽きに。お
湯で練って作るのですが、割り箸数本
で力強く混ぜると香りが立ちます。上
品で粋な辛さは新しい和スパイスとし
て注目されています。

地がらし

麩の辛し和え
ふ
地がらしがポイント

　全
国
的
に
油
揚
げ
と
言
え
ば
、
う
す

揚
げ
を
指
す
の
が
一
般
的
で
す
が
、
福

井
で
は
厚
揚
げ
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。

福
井
県
に
は
大
豆
や
大
豆
製
品
を
使
っ

た
料
理
が
多
く
、
分
厚
く
て
こ
ん
が
り

香
ば
し
い
油
揚
げ
は
欠
か
せ
な
い
食
材

の
一
つ
で
す
。
昔
は
贅
沢
品
で
、
報
恩

講
や
祭
り
な
ど
の
行
事
に
は
必
ず
食
べ

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
中
で
も
大
き
な
厚

揚
げ
を
甘
辛
く
煮
た
、
福
井
で
は
ポ

ピ
ュ
ラ
ー
な
一
品
が
厚
揚
げ
の
煮
た
の

で
す
。
じ
っ
く
り
煮
含
め
て
い
く
こ
と

で
、
厚
揚
げ
に
だ
し
汁
が
し
み
入
っ
て

い
き
ま
す
。
福
井
の
地
が
ら
し
を
合
わ

せ
て
食
べ
る
と
、
よ
り
一
層
美
味
し
さ

が
増
し
ま
す
。

郷
土
料
理
の
材
料

と
し
て
愛
用
さ
れ
る

大
豆
。

　雪
国
・
越
前
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
伝
統

的
な
大
豆
加
工
食
材
、
打
ち
豆
を
使
っ

た
打
ち
豆
ひ
じ
き
。
打
ち
豆
を
下
ゆ
で

し
、
他
の
具
材
と
カ
ラ
炒
り
、
調
味
料

を
入
れ
て
水
分
が
な
く
な
る
ま
で
煮
込

む
だ
け
。
ぺ
っ
た
ん
こ
の
打
ち
豆
は
お

箸
で
つ
ま
み
や
す
く
、
他
の
具
材
と
の

絡
み
も
良
く
味
も
短
時
間
で
し
み
込
み

ま
す
。
白
い
ご
飯
に
加
え
て
、「
打
ち
豆

ひ
じ
き
混
ぜ
ご
飯
」に
し
て
も
美
味
。

　打
ち
豆
は
お
湯
で
茹
で
て
柔
ら
か
く

し
た
後
は
、
味
噌
汁（
打
ち
豆
汁
）や
酢

の
物
、
炒
め
物
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
方

法
で
調
理
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ

ら
は
福
井
県
の
郷
土
料
理
と
な
り
、
現
在

で
も
多
く
の
家
庭
で
食
さ
れ
て
い
ま
す
。

瞬
間
に
変
わ
る

鮮
や
か
な
赤
色
、

美
容
食
と
し
て
注
目
。

　大
野
市
の
特
産
で
あ
る
里
芋
の
生
産

農
家
で
は
里
芋
畑
の
端
に
赤
ず
い
き
を

一
列
作
る
習
慣
が
あ
り
、
昔
か
ら
古
い

血
を
お
ろ
す
も
の
と
し
て
食
さ
れ
た
他
、

干
し
て
長
期
の
備
蓄
に
耐
え
る
保
存
食

と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　こ
の
赤
ず
い
き（
八
ツ
頭
芋
）の
主
に

茎
部
分
を
使
用
し
た
料
理「
す
こ
」は
、

昔
か
ら
伝
わ
る
酢
漬
け
の
こ
と
で
、
鮮

や
か
な
赤
色
が
特
長
で
す
。
昔
か
ら
仏

教
、
特
に
浄
土
真
宗
の
教
え
が
広
く
浸

透
し
て
い
る
福
井
で
は
、
親
鸞
聖
人
の

恩
徳
を
謝
す
最
も
重
要
な
行
事
、「
報
恩

講
」に
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
精
進
料

理
の
献
立
の
一
つ
で
、
秋
祭
り
な
ど
に

も
食
さ
れ
て
い
ま
す
。

上
品
な
辛
み
が

味
わ
い
深
い
、

福
井
の
郷
土
料
理
。

　麩
の
食
感
が
楽
し
め
る
味
わ
い
深
い

一
品
は
、
葬
礼
や
法
事
、
報
恩
講
な
ど

の
仏
事
に
欠
か
せ
な
い
郷
土
料
理
で
す
。

ぬ
る
ま
湯（
ま
た
は
水
）で
戻
し
た
角
麩

を
よ
く
絞
り
、
塩
も
み
し
た
小
口
切
り

の
き
ゅ
う
り
と
合
わ
せ
、
地
が
ら
し
や

味
噌
と
一
緒
に
混
ぜ
た
ら
完
成
す
る
と

て
も
簡
単
な
料
理
で
す
。
小
麦
粉
の
た

ん
ぱ
く
質（
グ
ル
テ
ン
）を
主
原
料
と
し

て
い
る
麩
は
、
植
物
性
た
ん
ぱ
く
質
で

消
化
さ
れ
や
す
く
、
栄
養
価
も
高
い
こ

と
か
ら
精
進
料
理
に
は
よ
く
使
用
さ
れ

て
い
ま
す
。
信
仰
の
厚
い
福
井
県
内
で

は
、
こ
の
精
進
料
理
に
よ
っ
て
、
各
地

域
へ
広
が
り
、
今
で
も
食
さ
れ
る
郷
土

料
理
に
な
り
ま
し
た
。
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