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いずみだより【春号】　「桜葬」「樹木型」墓地を、お仲間に！ いずみだより【春号】　「桜葬」「樹木型」墓地を、お仲間に！　
　

町
田
い
ず
み
浄
苑
で
は
、
色
と
り
ど
り
の
花

た
ち
が
咲
き
誇
る
春
を
迎
え
て
い
ま
す
。

　

私
は
、
い
ず
み
浄
苑
に
あ
り
ま
す
「
桜
葬
」

や
「
樹
木
型
」
墓
地
を
企
画
し
、
会
員
運
営
を

し
て
い
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
セ
ン

タ
ー
の
井
上
治
代
と
申
し
ま
す
。
皆
さ
ま
と
は
、

お
墓
が
同
じ
「
い
ず
み
浄
苑
」
内
に
あ
る
と
い

う
ご
縁
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
自

己
紹
介
を
兼
ね
て
「
桜
葬
」
の
紹
介
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

✿
「
跡
継
ぎ
不
要
」「
自
然
に
還
る
」

　
「
死
ん
だ
ら
自
然
（
土
）
に
還
り
た
い
」
こ

ん
な
言
葉
を
聞
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
日
本

の
社
会
が
高
度
経
済
成
長
を
成
し
遂
げ
た
あ
と

の
一
九
九
〇
年
以
降
の
こ
と
。
工
業
化
に
よ
る

経
済
発
展
の
ツ
ケ
と
し
て
、
都
市
周
辺
の
自
然

破
壊
が
起
こ
る
な
ど
、
い
ま
リ
ス
ク
を
負
っ
た

社
会
が
訪
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
戦
後
の
社
会
で
は
、
地
方
か
ら
都
会
へ

と
人
々
が
移
動
し
、
親
と
同
居
し
な
い
核
家
族

が
増
加
。
さ
ら
に
子
ど
も
を
持
た
な
い
ご
夫
婦

や
、
単
身
者
、
離
婚
者
が
増
え
、
そ
れ
ら
は
墓

か
ら
見
る
と
跡
継
ぎ
の
い
な
い
人
々
の
増
加
を

意
味
し
て
い
ま
す
。

　
「
自
然
志
向
」
で
「
跡
継
ぎ
不
要
」。
こ
の
よ

う
な
現
代
人
の
志
向
や
家
族
形
態
に
合
っ
た
お

墓
を
実
現
し
た
の
が
「
桜
葬
」
墓
地
で
す
。
桜

葬
墓
地
は
樹
木
を
墓
標
と
す
る
「
樹
木
葬
」
の

一
種
で
、
遺
骨
を
土
に
埋
め
る
自
然
志
向
の
お

墓
で
す
。
ま
た
跡
継
ぎ
を
必
要
と
せ
ず
、
一
人
、

夫
婦
、
家
族
で
も
入
る
こ
と
が
で
き
、
故
郷
の

ご
先
祖
様
を
連
れ
て
来
て
一
緒
に
入
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。

✿
死
後
サ
ポ
ー
ト
も
あ
る

　

そ
し
て
何
よ
り
も
「
桜
葬
」
は
、
単
に
お
墓

を
提
供
す
る
だ
け
で
な
く
、「
死
後
の
サ
ポ
ー

ト
」
が
備
わ
っ
て
い
る
点
が
、
他
と
大
き
く
異

な
る
特
徴
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
「
介
護
」「
看
取
り
」
そ
し
て
「
死

者
供
養
」
は
、
家
族
が
担
う
の
が
当
然
の
こ
と

と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
親
子
が
同
居

し
な
い
核
家
族
が
増
加
し
、
か
つ
少
子
高
齢
社

会
の
現
代
で
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
家
族
だ
け

で
担
う
こ
と
が
難
し
く
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で

「
桜
葬
」「
樹
木
型
」
墓
地
を
、お
仲
間
に
！

介
護
保
険
制
度
が
で
き
る
な
ど
、
社
会
が
家
族

に
代
替
し
て
担
っ
て
い
く
「
社
会
化
」
と
い
う

現
象
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

　

エ
ン
デ
ィ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
で
は
、
桜
の
咲
く

こ
ろ
「
桜
葬
メ
モ
リ
ア
ル
」
と
い
う
合
同
祭
祀

を
、
家
族
も
含
み
ま
す
が
そ
れ
を
超
え
た
皆
で

実
施
。
ま
た
子
ど
も
が
い
な
い
ご
夫
婦
や
、
お

子
さ
ん
が
障
が
い
を
持
つ
親
、
さ
ら
に
単
身
者

な
ど
の
中
で
、
死
後
の
担
い
手
を
確
保
で
き
な

い
人
々
に
は
、
家
族
に
替
わ
っ
て
葬
儀
や
事
務

手
続
き
を
担
う
「
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
・
サ
ポ
ー
ト
」

も
行
っ
て
い
ま
す
。

✿
講
座
・
墓
を
核
と
し
た
結
縁

　

桜
葬
墓
地
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
個
別
区
画
の
使

用
権
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
れ
ら
が
隣
接
し
て
一

つ
の
墓
を
つ
く
る
「
集
合
墓
」
タ
イ
プ
。
住
宅

で
い
え
ば
マ
ン
シ
ョ
ン
の
よ
う
な
形
式
で
す
。

一
戸
建
て
の
墓
な
ら
、
管
理
す
る
家
族
が
絶
え

れ
ば
草
ぼ
う
ぼ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
一
つ

の
集
合
墓
で
あ
る
と
、
容
易
に
管
理
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
は
継
承
難
に
対
応
し
た
形
態
で
あ
る
ば

か
り
か
、シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
樹
木
を
共
有
し
「
木

の
下
に
み
ん
な
で
眠
る
」
形
態
は
、
一
緒
に
眠

る
人
々
の
間
で
墓
を
核
と
し
た
「
絆
」
が
生
ま

れ
易
く
し
て
い
ま
す
。
様
々
な
講
座
や
サ
ー
ク

ル
活
動
が
開
催
さ
れ
て
お
り
、「
生
前
か
ら
集

う
こ
と
」
が
、
そ
の
絆
を
よ
り
一
層
深
め
る
役

割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

NPO法人エンディングセンター
第 8回　町田・桜葬メモリアル（合同祭祀）
日時：4月 7日（日）午前11時～／午後 1時半～
場所：いずみ浄苑フォレストパーク東屋前
午前の部はメモリアルに寄せる詩（無宗教の追
悼）、仏教（日蓮宗）の法要。午後は神道の儀礼、
キリスト教の礼拝、仏教（浄土真宗）の法要と献
花、12時 30分からいずみ会館で軽食（おにぎり）
を食べながら「墓友」との再会を喜ぶ交流会。

桜
葬
の
見
学
と
ミ
ニ
講
座
開
催

　

２
月
９
日
、
３
月
10
日
、
い
ず
み
浄
苑
内
フ
ォ
レ
ス

ト
パ
ー
ク
「
泉
心
庵
」
で
、
ミ
ニ
講
座
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
理
事
長
の
井

上
治
代
さ
ん
か
ら
『
桜
葬
』
の
講
義
が
あ
り
、
そ
の
後
、

苑
内
の
桜
葬
や
樹
木
葬
の

墓
地
を
見
学
し
ま
し
た
。

　

50
代
の
女
性
の
方
は

「
こ
こ
は
明
る
く
て
気
持

ち
の
い
い
霊
園
で
す
ね
、

自
然
に
還
る
埋
葬
に
関
心

が
あ
っ
て
来
ま
し
た
」
と

熱
心
に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に

目
を
通
し
て
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
・
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
セ
ン
タ
ー　
　

井
上　

治
代

井上 治代（いのうえ はるよ）
NPO 法人エンディングセンター理事長、

東洋大学ライフデザイン学部教授（社会

学博士）。

エンディングデザイン研究所代表。

著書に『最後まで自分らしく』（毎日新聞

社）、『墓をめぐる家族論』（平凡社新書）、

『新・遺言ノート』（KK ベストセラーズ）、

『墓と家族の変容』（岩波書店）、『より良

く死ぬ日のために』（イースト・プレス）。

共著に『思想の身体―死の巻』（春秋社）、

『自分らしい葬儀とお墓の全てが分かる

本』（三省堂）、ほか多数。
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いずみだより【春号】　法話 いずみだより【春号】　日本の新しい葬送のかたち

　

よ
く
戒
名
と
法
名
と
ど
う
違
う
の
で
す

か
？
と
い
う
質
問
を
受
け
ま
す
。

　

私
ど
も
浄
土
真
宗
の
門
徒
と
し
て
お
話
し

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
戒
名
と
は
、
文

字
通
り
「
戒
の
名
」
で
す
。
他
宗
派
の
戒
律

の
儀
式
を
受
け
た
時
に
与
え
ら
れ
る
出
家
名

で
す
。
も
ち
ろ
ん
死
者
に
与
え
ら
れ
る
名
で

は
な
く
、（
生
き
て
い
る
あ
い
だ
に
佛
門
に
帰

依
し
て
）
守
る
べ
き
戒
律
に
し
た
が
っ
て
い

る
出
家
者
の
名
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か

ら
、真
宗
の
門
徒
に
「
戒
名
」
は
あ
り
ま
せ
ん
。

き
び
し
い
戒
律
を
守
っ
て
佛
道
修
行
を
積
む

こ
と
の
出
来
な
い
我
々
凡
夫
が
、
阿
弥
陀
如

来
の
お
は
か
ら
い
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
喜
び

の
お
念
佛
の
生
活
だ
か
ら
、
戒
名
を
い
た
だ

く
こ
と
も
な
い
の
で
す
。

　

浄
土
真
宗

の
檀
信
徒
は
、

在
家
生
活
の

ま
ま
佛
門
に

帰
依
し
た
と

い
う
、
自
覚

の
生
活
に
入

る
帰き
き
ょ
う
し
き

敬
式
を
受
け
ま
す
。
一
般
的
に
「
お
か
み

そ
り
」
と
呼
ば
れ
る
儀
式
で
す
。

　

帰
敬
式
は
、
当
寺
の
本
山
、
三
重
県
津
市

に
あ
る
専
修
寺
で
行
わ
れ
て
い
て
誰
で
も
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
時
に
「
法
名
」

を
い
た
だ
き
ま
す
。
だ
か
ら
法
名
は
「
死
後

の
自
分
の
名
」
と
し
て
で
は
な
く
、
佛
教
徒

た
る
自
分
の
名
と
し
て
、
お
念
佛
を
よ
ろ
こ

ぶ
生
活
を
送
っ
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。

　

法
名
の
頭
に
「
釋
」
の
字
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
は
「
釋
迦
」
の
一
字
で
、
お
釈
迦
様
の
弟

子
の
一
人
に
加
え
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
意
味

で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
法
名
は
檀
信
徒
と
し
て
の
生

活
の「
あ
か
し
」で
す
。
し
た
が
っ
て
、生
前「
帰

敬
式
」
を
受
け
る
機
会
に
め
ぐ
ま
れ
な
か
っ

た
人
の
場
合
は
お
葬
式
の
場
所
で
住
職
が
「
お

か
み
そ
り
」
の
儀
式
を
行
い
、
法
名
が
贈
ら

れ
る
の
で
す
。

　

ま
た
、
位
牌
に
つ
い
て
も
よ
く
質
問
を
い
た

だ
き
ま
す
。
位
牌
は
今
日
で
は
、
死
者
の
法

名
を
記
し
て
、
佛
壇
に
安
置
す
る
木
牌
で
あ

り
ま
す
が
、
も
と
も
と
位
牌
は
仏
教
よ
り
出

た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

み
な
さ
ん
は
位
牌
を
礼
拝
の
対
象
と
勘
違

し
て
い
ま
せ
ん
か
？

　

位
牌
を
礼
拝
す
る
と
な
る
と
、
そ
れ
は
も

う
仏
教
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
し
て
や
、
位

牌
に
亡
き
人
の
魂
が
入
っ
て
い
る
な
ど
と
俗

的
に
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
位
牌
は
仏
教
の
も
の
で
は
な
く
中

国
か
ら
仏
教
伝
来
と
共
に
他
の
宗
教
（
道
教
、

儒
教
）
な
ど
の
習
慣
が
日
本
に
入
っ
て
き
た

も
の
で
あ
り
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
や
タ
イ
な
ど
他
の

仏
教
国
に
は
位
牌
は
無
い
の
で
す
。

　

し
か
し
、
故
人
を
偲
ぶ
と
い
う
遺
族
の
気

持
ち
は
、
け
し
て
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は

な
く
、
多
く
の
寺
院
で
位
牌
に
よ
る
供
養
を

し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
す
。

　

当
寺
で
も
、
ご
門
徒
さ
ん
（
お
檀
家
さ
ん
）

の
申
し
出
が
あ
れ
ば
位
牌
を
用
意
い
た
し
ま

す
。
し
か
し
、
身
近
に
あ
ふ
れ
る
あ
ま
り
に
も

多
い
迷
信
や
い
い
伝
え
に
、
ど
う
か
皆
様
は
、

惑
わ
さ
れ
る
事
が
あ
り
ま
せ
ぬ
よ
う
、
お
葬
式

や
ご
法
事
の
折
に
、
ご
住
職
と
納
得
い
く
ま
で

お
話
し
す
る
こ
と
を
お
勧
め
い
た
し
ま
す
。

（
一
）「
弔
う
」
と
い
う
こ
と

　
「
弔
う
者
の
い
な
い
故
人
を
葬
る
施
設
」
こ
の
よ

う
な
本
堂
や
斎
場
、
墓
地
や
納
骨
施
設
が
今
後
必
要

に
な
り
、
増
え
て
く
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
た

こ
の
言
葉
に
は
形
や
仕
組
み
の
こ
と
だ
け
で
は
な

く
、葬
送
の
本
質
が
あ
り
、こ
の
言
葉
を
も
と
に
「
日

本
の
新
し
い
葬
送
の
か
た
ち
」
を
考
え
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

ま
ず
「
弔
う
」
と
は
何
か
、
死
を
受
け
止
め
、
死

者
を
悼
み
、
精
神
的
に
死
者
と
の
別
れ
を
果
た
す
こ

と
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
人
の
死
を
受
け
止
め
る
行

為
は
い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち
で
、
遥
か
昔
か
ら
行
わ
れ
、

そ
れ
が
宗
教
儀
式
や
葬
儀
と
な
っ
て
続
い
て
き
ま
し

た
。
高
度
成
長
時
代
に
は
宗
教
儀
式
や
葬
儀
も
大
き

く
変
化
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
生
活
形
態
と

同
様
に
今
の
時
代
に
あ
っ
た
も
の
に
す
る
こ
と
も
大

切
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、「
弔
う
」
こ
と
の
本
質

を
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
「
弔
う
」
こ
と
に
は
心
の
問
題
と
、
か
た
ち
の
問

題
が
つ
い
て
き
ま
す
。
よ
り
良
い
「
新
し
い
葬
送
の

か
た
ち
」
と
は
、「
弔
う
こ
こ
ろ
と
か
た
ち
」
を
変

化
す
る
社
会
に
応
じ
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
あ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
弔
い
た
く
て
も
弔
う
こ

と
が
で
き
な
い
人
々
」「
弔
い
手
の
な
い
人
々
」
も

数
多
く
い
る
現
代
社
会
で
す
。
こ
の
よ
う
な
人
々
も

安
心
し
て
弔
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
、「
新
し
い

葬
送
の
か
た
ち
」
の
基
本
に
あ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
か
た
ち
を
作
る
た
め
に
は

色
々
な
協
力
が
必
要
で
あ
り
、
心
の
救
済
と
金
銭
的

な
協
力
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

例
え
ば
寺
院
や
宗
教
家
は
も
ち
ろ
ん
、
弔
う
気
持

ち
を
サ
ポ
ー
ト
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う

し
、
今
ま
で
の
宗
教
行
事
と
し
て
の
葬
儀
を
す
る
だ

け
で
は
だ
め
で
す
。
そ
れ
に
は
、
死
を
悲
し
む
心
を

救
い
、
近
親
者
と
の
別
れ
の
時
間
を
作
り
、
死
者
を

手
厚
く
送
る
場
所
と
方
法
が
必
要
で
す
。

　

近
親
者
が
静
か
に
死
者
と
別
れ
る
こ
と
が
で
き
る

場
所
、
清
楚
で
落
ち
着
き
が
あ
り
、
安
心
で
き
る
場

所
で
す
。「
寺
院
の
尊
前
」
や
最
近
の
「
家
族
葬
専

用
施
設
」
が
あ
り
ま
す
。
死
者
を
丁
寧
に
安
置
す
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
決
し
て
華
美
に
す
る
必
要
も
な

い
で
し
ょ
う
。
今
ま
で
の
よ
う
な
祭
壇
も
必
要
が
な

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
近
親
者
も
そ
ば
に
い

る
こ
と
が
出
来
る
ス
ペ
ー
ス
が
あ
れ
ば
よ
り
良
い
の

で
す
。

　

弔
う
気
持
ち
を
サ
ポ
ー
ト
し
、
死
を
悲
し
む
心
を

安
ら
ぎ
に
導
く
事
が
必
要
で
す
。
送
る
人
の
数
が
少

な
い
昨
今
で
は
、
こ
の
事
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
近
親
者
と
の
お
話
や
枕
経
、

通
夜
で
勤
め
る
お
経
な
ど
見
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
ま
た
非
宗
教
で
あ
れ
ば
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
も

良
い
事
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
か
ら
は
近
親

者
だ
け
で
「
弔
う
」
こ
と
が
増
え
て
く
る
事
は
目
に

見
え
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
今
ま
で
の
よ
う
な
過
剰
な

葬
儀
と
い
う
儀
式
が
必
要
か
疑
問
に
思
え
ま
す
。
寺

院
も
か
た
ち
を
変
え
た
「
弔
い
」
が
必
要
で
す
し
、

葬
儀
社
も
「
弔
い
」
の
サ
ポ
ー
ト
を
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

　

例
え
ば
寺
院
で
は
境
内
に
近
親
者
だ
け
で
弔
う
専

用
の
院
や
庵
を
設
け
、
尊
前
に
て
通
夜
の
別
れ
が
出

来
る
仕
組
み
を
作
り
、
費
用
を
か
け
な
い
弔
い
を
進

め
る
よ
う
に
す
る
べ
き
で
す
。
ま
た
葬
儀
社
も
家
族

葬
に
お
け
る
祭
壇
の
あ
り
方
や
斎
場
の
あ
り
方
、
死

者
の
安
置
も
考
え
方
を
変
え
て
金
銭
的
に
苦
し
ま
な

い
よ
う
な
葬
儀
方
法
を
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

裕
福
で
あ
れ
ば
い
か
よ
う
な
弔
い
も
出
来
ま
す
。
ま

ず
は
あ
ら
ゆ
る
人
々
が
心
か
ら
弔
わ
れ
る
こ
と
を
考

え
、
そ
の
上
に
社
会
的
立
場
を
勘
案
し
た
も
の
を
付

加
す
る
こ
と
が
大
切
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
万
民

が
安
心
で
き
る
弔
い
が
出
来
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

（
次
号
に
続
き
ま
す
）

法
名
と
位
牌

真
宗
高
田
派　

心
光
山
常
照
寺　

住
職　
　

丸 

林　

礼 
祥

日本の新しい
葬送のかたち

本行寺　住職　山中　俊之
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　前回、「自分は、○○をやるぞ！」と不動の
決心をし、情熱をもって継続させよう、と述
べた。
　しかし、全国意識調査を見ても、「自分の人
生に不動の決心」を持っている人はあまり見
当たらなかったという。
　即ち、「自分の人生に確固たる不動の決心」
をもって、日々行動していないのである。こ
れでは、「幸せになりたい」と思っていても、
「幸せ」になる確率はゼロに等しい。
　では、具体的にどう行動すれば実現するの
か？難しく考える必要は全くない。
　まず、「脳の仕組み」について考え、これを
理解することである。
　前回も述べたが、「脳は目的を明確に決めれ

ば、その目的を実現すべ
く活動する仕組み」になっ
ている。
　逆に言うと「脳は、目
的が決まらなければ活動
しない」のである。
　脳は、40 億の細胞を持
つと言われているが、人間の普通の生活では、
2％～ 3％しか使っていない。残りの 97％は
「宝のもちぐされ」である。幸いなことに「脳
はいくら使っても無料」である。この脳を遠
慮なしに活用すれば良いだけである。
　「脳の力」を大いに活用し、「自分の人生」
を切り開こう。

（つづく）

夢と希望　（2）

皆様のお声で紙面づくり
ご意見・ご要望、ペットの写真や自慢、
俳句や短歌、健康法など、皆様からの声
をお待ちしています。手紙または E-mail
で、下記の宛先までお送りください。
〒195-0051東京都町田市真光寺町 337-16
町田いずみ浄苑「いずみだより」
E-mail は、tamasoken@goo.jp

いずみ財団　理事長　坂 本  義 雄

　「いつお見えになっても園内には、花々が咲き気持ち良く墓参をして頂けるよ
うに」と、ガーデンスタッフは日々手入れに余念がない。
　長谷昭夫さん（71）、いずみ浄苑の園芸を担当するようになって９年。元々は
大手酒造メーカーの営業マン。ご自宅で花を丹精されていらした見事な腕前を見
込んだ大沼社長に乞われ、いずみ浄苑の植栽の管理をすることになった。園内に
多い芝の保全は花を傷めないようバリカンで細やかに刈る。季節の天候に合わせ
て水やりにも細心の注意を払い、４万８千㎡の園内の木々や草花の手入れをして
いる。「花と会話し、墓参の方とのふれ合いが楽しみです」と長谷さん。
　墓参の折、どうぞお声をかけて下さい。

5 月 18 日（土）11 時 00 分～ 
14 時 00 分～【浄土真宗】

五月　永代経法会

いずみ会館のエントランス脇に置かれたミニ温室の
中、赤いハイビスカスと並んで「断崖の女王」が開
花期を迎えています。原産地では野生のものが崖に
へばりつくように生えていることから「断崖の女

王」。インパクトのあるネーミングですが、形もユニーク。2月下旬には塊茎か
ら茎が伸び、その先になめらかなビロード状の毛で覆われた葉がついていまし
た。葉はネコの耳の様なフワフワとした感触で、銀白色に輝いていて、この葉
だけでも“コサージュ”代わりに胸元に飾れそ
う。よく見ると、芽も白い産毛にくるまれてい
るかの様で愛らしい。英名はブラジリアン・エー
デルワイスですが、エーデルワイスの仲間では
ありません。5月下旬頃には、径頂や葉腋に 3
センチほどの濃いオレンジ色の筒状の花を咲か
せます。墓参の折、ちょっとのぞいて見て下さい。

ちょっと珍しい花

「断崖の女王」

　

観
測
史
上
最
も
早
い
桜
の
開
花
と
な
っ
た
今

年
の
春
彼
岸
合
同
大
法
会
は
、
花
の
下
で
厳
か
に

執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

３
月
17
日
午
前
、
当
館
礼
拝
堂
で
、
浄
土
真
宗

常
照
寺
丸
林
住
職
、
午
後
は
曹
洞
宗
観
泉
寺
天
野

住
職
に
よ
る
読
経
の
中
、
皆
さ
ま
は
御
先
祖
さ
ま

や
亡
き
人
を
偲
び
御
焼
香
を
さ
れ
、
供
養
さ
れ
た

お
花
を
各
々
の
墓
前
に
供
え
、
お
参
り
さ
れ
ま
し

た
。
18
日
、
19
日
、
20
日
に
は
、
真
言
宗
真
福
寺

海
野
住
職
、
日
蓮
宗
妙
櫻
寺
鈴
木
住
職
、
曹
洞
宗

ご
住
職
様
に
よ
り
法
会
が
執
り
行
わ
れ
、
４
日
間

で
２
６
０
世
帯
、
５
３
０
人
以
上
の
方
が
お
参
り

な
さ
い
ま
し
た
。

　

会
館
広
場
で
は
、
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
模
擬
店
や

う
ど
ん
・
そ
ば
、
17
日
、
20
日
は
野
点
も
催
さ
れ

好
評
頂
い
て
お
り
ま
す
。「
他
所
の
墓
所
で
は
墓

参
だ
け
と
聞
き
ま
す
が
、
こ
こ
は
心
の
こ
も
っ
た

も
て
な
し
が
あ
り
、
う
れ
し
い
で
す
」
と
の
お
声

を
頂
き
ま
し
た
。

書籍・book　　今、この一冊

『香典葬のすすめ』武笠文吉 著
埼玉新聞社　1,048円＋税

－貯えなしでも失敗せずに葬儀を出す方法－
葬儀は高額な費用がかかる、葬儀は
無駄だ、そんな誤った思い込みが蔓
延している昨今、日本人が培ってき
た生活の知恵・互酬、相互扶助の知恵、
助け合いの精神を、お葬儀に活かし
たい、と埼玉で福祉葬祭を営む武笠
社長が「香典葬」を提唱。葬儀をめ
ぐる様々な誤解と珍説を消費者の視
点で解説してくれる。安いと言われ
ている直葬も割高だとか、知ってい
るようで実は知らない葬儀のあれこ
れ、この一冊が教えてくれる。

『桜葬』井上治代・NPO法人エンディングセンター 著  
三省堂　1,680円（税込）

－桜の下で眠りたい－
お墓で結ばれる絆「墓友」桜葬のす
べてが分かる本。「あなたが生きたこ
と、桜は忘れない」このメッセージ
に込められた桜葬への想いとは…。
「桜葬」の理念、桜葬を求めた人々の
手記、会員の方々やこれからお墓に
ついて考え始める人に共感と感動を
巻き起こしている。もうお読みにな
りましたか？

　行
事
の
ご
報
告

厳かに参列

心を込めて園内の花を手入れ ガーデンスタッフ　長谷 昭夫 さん

東洋と西洋の栄養学　～薬膳学と栄養学～
春の養生・風邪の薬膳

風邪をひきやすいこの時期におすすめの薬膳料理をご紹介します。

【薬膳とは】
中医学理論に基づいて、食材、中薬を組み
合わせた料理であり、栄養、効果、色、香り、
味、形など全てが揃った食養生の方法のこ
とをいいます。中医学の治療に用いる中薬
（漢方薬）に薬効があるように、私たちが日
頃、口にするすべての食材にも性質と効能
があるとされています。薬膳学では西洋医
学の栄養学のように、カロリーや栄養素で
食品を分析してとらえることはしません。

■風邪のタイプ 1
症状： 冷えて、ゾクゾクと寒気がする、頭痛、

関節の痛み、汗は出なくて、なんだか
肩もこわばる、薄くて白い鼻水がタラリ、
温かい飲み物を欲する、発熱は軽い

薬膳食材：葱、生姜、紫蘇、シナモン、三つ葉、
  香菜、茗荷、菜の花など

鶏の薬膳スープベース
〈材料〉
鶏肉（骨付きのもも肉や手羽先、手羽元など）
…約 200g ／水…約 1リットル／生姜…1個
／葱…2本
〈作り方〉
① 鶏肉を葱の青い部分とスライスした生姜
（皮つき）とともにコトコトと小一時間煮
る。いったん冷やすと味がよく出る。

② 葱と生姜を取り除き、葱の白い部分を千切
りにして加えて温める。

③ 塩、こしょうで味を整える。
＊ このスープにごはんやビーフン、好みの野
菜を入れてアレンジもできます。

＊ 外出中にゾクっとして頭が痛いな…と風邪
の徴候を感じたら、カフェに入り温かい紅茶
にシナモンを振って飲めば立派な薬膳茶に。

■風邪のタイプ 2
症状： 発熱が強い、寒気はあまりしない、頭

が張ったように痛む、黄色い痰とせき、
のどが渇く、のどの痛みと腫れ、鼻づ
まり、黄色い鼻水

薬膳食材：薄荷、菊花、桑葉、葛根、豆
とうち

大根粥の菊花あん
〈材料〉1 人分
米…1/4 カップ／大根…50g ／水…2カップ
菊花…生 1輪、又は干し菊一つまみ程度
（あん）めんつゆ…適量／葛粉…適量
〈作り方〉
① 鍋に水を入れ、沸騰したら米と 1センチ大
の角切りにした大根を一度に加える。

② 沸騰したら火を弱め、蓋をしたまま 20 ～
30分炊き、火を止めて 10分蒸らす。

③ 菊花は花びらをつみ、酢を小さじ 1杯加え
た熱湯でゆでてザルにあげる。

④ 葛粉でとろみをつけためんつゆに水気を
絞った菊花を加える。

⑤ 粥の上に菊花あんをかけていただく。
＊ 炊飯器でお粥を炊くときに大根を入れるの
も簡単な方法です。

よく知られた風邪の漢方薬に「葛根湯」
があります。この葛根湯はタイプ 1の
風邪に処方される薬です。ですので、熱
が高くなり黄色い痰や鼻水が出始めてい
るときに飲んでも症状は改善しないとい
うわけです。それに対し「銀翹散（ぎん

ぎょうさん）」
はタイプ 2の
風邪の、のど
に 腫 れ や 痛
みに対して処
方される薬で
す。漢方薬と
同じく、食材
も風邪の症状
にあったもの
を選ぶことが
重要です。

　「いつお見えになっても園内には、花々が咲き気持ち良く墓参をして頂けるよ

スタッフ

紹  介

監修者：管理栄養士・国際中医薬膳師
和田 佐和子

あなたはどちらのタイプ？

春
彼
岸
合
同
大
法
会
二
〇
一
三

彼岸法会野点も行われて



●
小
田
急
線
「
鶴
川
駅
」
よ
り
バ
ス
約
10
分

神
奈
中
バ
ス
「
若
葉
台
駅
行
き
」に
乗
車
、「
入
谷
戸
」
下
車

●
京
王
相
模
原
線
「
若
葉
台
駅
」
よ
り
バ
ス
約
６
分

神
奈
中
バ
ス
「
鶴
川
駅
行
き
」
に
乗
車
、「
入
谷
戸
」
下
車

●
「
直
行
バ
ス
が
運
行
中
」

「
鶴
川
駅
」「
若
葉
台
駅
」
両
駅
と
も
霊
園
内
ま
で
の
直
行
バ
ス

が
運
行
し
て
い
ま
す
。
料
金
は
２
０
０
円

交
通
の
ご
案
内

町田いずみ浄苑
フォレストパーク
いずみ会館
泉心庵
株式
会社自然庵

　 
〒 195-0051 東京都町田市真光寺町 337-16
TEL：042-736-2233　FAX：042-735-6289
http://www.izumijouen.co.jp/

0120-012-130

公園
墓地

株式
会社
自由葬・自然葬・家族葬・音楽葬など、いろんなスタイルをプロデュース
TEL：042-860-2011　FAX：042-860-2012　http://www.zinen.jp/

家族葬・一般葬対応　いずみ会館
家族葬専用式場　　　泉心庵

式

　場

0120-768-123

いずみ会館

泉心庵

樹林墓地・桜葬


