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いずみだより【夏号】　「自然庵」一年を迎えて いずみだより【夏号】　「自然庵」一年を迎えて

　

私
ど
も
「
自
然
庵
」
は
、
ご
葬
儀
の
ご
依
頼
を
承
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
一
年

が
経
ち
ま
し
た
。
い
ず
み
浄
苑
で
墓
地
を
ご
購
入
さ
れ
た
皆
様
よ
り
「
葬
儀
も
お

願
い
し
た
い
」
と
多
く
の
お
声
を
い
た
だ
き
、「
株
式
会
社　

自じ
ね
ん
あ
ん

然
庵
」
の
名
称

に
て
葬
儀
社
を
設
立
い
た
し
ま
し
た
。
故
人
様
や
ご
家
族
の
ご
要
望
に
最
大
限
に

お
応
え
で
き
る
よ
う
、
そ
し
て
送
る
人
送
ら
れ
る
人
の
思
い
を
大
切
に
…
ス
タ
ッ

フ
一
同
、
常
に
そ
の
思
い
を
忘
れ
ず
、
ご
家
族
に
寄
り
添
う
ご
葬
儀
を
心
が
け
て

ま
い
り
ま
し
た
。

　

墓
地
の
ご
購
入
者
様
に
は
、
ご
法
要
や
お
墓
参
り
で
ご
来
苑
さ
れ
た
際
な
ど
苑

内
で
お
会
い
す
る
機
会
が
度
々
ご
ざ
い
ま
す
。
お
気
軽
に
私
ど
も
に
お
声
を
掛
け

て
い
た
だ
け
る
と
本
当
に
嬉
し
く
、
ま
た
元
気
な
お
姿
を
拝
見
し
ほ
っ
と
い
た
し

ま
す
。
ご
葬
儀
の
と
き
だ
け
で
は
な
く
、
月
日
が
経
っ
て
か
ら
も
ご
来
苑
い
た
だ

け
る
の
は
、
霊
園
な
ら
で
は
の
魅
力
で
あ
る
と
常
々
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

ペ
ッ
ト
と
一
緒
に
眠
れ
る
お
墓
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
し
た
こ
と
が
き
っ

か
け
で
、
当
苑
で
ご
葬
儀
を
ご
依
頼
く
だ
さ
っ
た
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

と
て
も
仲
の
良
い
ご
家
族
で
、
可
愛
い
ペ
ッ
ト
も
大
事
な
家
族
の
一
員
で
す
。
一

年
前
の
６
月
、
故
人
様
は
そ
の
よ
う
な
ご
家
族
に
看
取
ら
れ
、
ご
自
宅
で
最
期
を

迎
え
ら
れ
ま
し
た
。
枕
元
に
は
ス
ポ
ー
ツ
新
聞
が
添
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
お
た

ず
ね
す
る
と
、
ご
一
家
で
阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
の
大
フ
ァ
ン
と
の
こ
と
で
し
た
。
通

夜
当
日
、
故
人
の
想
い
出
コ
ー
ナ
ー
は
阪
神
グ
ッ
ズ
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
し

た
。
ご
家
族
が
ご
用
意
さ
れ
た
グ
ッ
ズ
の
他
に
、
い
ず
み
浄
苑
の
阪
神
フ
ァ
ン
の

社
員
か
ら
カ
レ
ン
ダ
ー
や
扇
子
な
ど
の
応
援
グ
ッ
ズ
も
提
供
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
ご
葬
儀
は
仏
式
で
、
常
照
寺
が
お
務
め
を
い
た
し
ま
し
た
。
一
度
も
吠
え

る
こ
と
な
く
読
経
に
耳
を
傾
け
て
い
た
ペ
ッ
ト
の
ワ
ン
ち
ゃ
ん
、
そ
の
姿
に
感
動

し
、
胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
し
た
。

　

告
別
式
は
梅
雨
に
は
珍
し
い
晴
天
で
気
持
ち
の
よ
い
日
と
な
り
ま
し
た
。「
晴

れ
女
」
だ
っ
た
と
い
う
故
人
様
か
ら
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
開

式
前
に
少
々
余
裕
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
ご
家
族
と
一
緒
に
芝
生
墓
地
の
辺
り
か

ら
苑
内
を
お
散
歩
し
、「
今
日
の
よ
う
に
お
天
気
の
よ
い
日
は
、
横
浜
の
ラ
ン
ド

マ
ー
ク
も
見
え
る
の
で
す
よ
」
と
ご
案
内
い
た
し
ま
し
た
。

　

後
日
、
墓
地
を
購
入
い
た
だ
き
素
敵
な
お
墓
が
完
成
。
ご
家
族
は
お
墓
を
「
別

荘
」と
お
呼
び
に
な
り
、一
周
忌
が
過
ぎ
て
も
毎
日
の
よ
う
に
お
墓
参
り
に
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。
ご
家
族
の
あ
た
た
か
な
心
の
絆
を
感
じ
ま
す
。

　
「
こ
の
場
所
と
、
こ
ち
ら
の
方
た
ち
が
好
き
で
す
か
ら
来
る
ん
で
す
」。
そ
ん
な

お
言
葉
を
い
た
だ
き
、
涙
が
こ
ぼ
れ
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
「
感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
た
い
。
そ
の
思
い
を
応
援
し
ま
す
」。
こ
れ
は
自
然
庵

の
理
念
で
す
。
感
謝
の
気
持
ち
を
お
伝
え
し
た
い
の
は
故
人
で
あ
り
、
家
族
で
あ

り
、
ご
葬
儀
に
関
わ
る
方
々
全
て
で
す
。
私
ど
も
ス
タ
ッ
フ
は
、
こ
れ
か
ら
も
大

切
な
最
期
の
時
に
立
ち
合
う
機
会
に
心
か
ら
感
謝
し
、

故
人
様
や
ご
家
族
の
皆
様
に
ご
満
足
い
た
だ
け
る
ご
葬

儀
と
な
る
よ
う
日
々
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

青
木 

薫

送
る
人
　
送
ら
れ
る
人
の
　
想
い
を
大
切
に

私たちスタッフが　心をこめて　　　ご葬儀のお手伝いをいたします。私たちスタッフが　心をこめて　　　ご葬儀のお手伝いをいたします。

「
自
然
庵
」一
年
を
迎
え
て

「
自じ

ね

ん

あ

ん

然
庵
」一
年
を
迎
え
て

白木 勇一
自然庵の魅力は、お客様の考える新しい形のお葬式にも、経験豊か
なスタッフが真剣に取り組んでいるところだと思います。故人の方
の演奏ビデオをご弔問にお越しになる方に見ていただく、ご家族の
一員である愛犬、愛猫にもお別れをしていただくなど故人の方と家
族の方のお気持ちを大切にしてまいります。

島田 一郎
こんにちは。ご縁あって自然庵で仕事をさせていただいております。
私がご葬儀の仕事にたずさわるようになり 30 年、ご葬儀の形態もだ
いぶ変わってきております。
お客さまの多様なご要望にお応え出来る柔軟性のある葬儀社になれ
るよう、努力していきたいと考えております。

吉澤 雅実
自然庵の営業を担当しております。皆様の思い描くお葬式ができる
ようにお手伝いをいたします。
家族葬、無宗教、いろいろな形のお葬式がございます。
大切な方に感謝の気持ちが届くよう精一杯努めてまいります。

山本 洋
これまでたくさんのご葬儀に立ち合ってまいりました。
どれをとっても、ひとつとして同じご葬儀はございません。
ご葬儀を皆さまとご一緒に考え、プランニングしていきたいと思い
ます。送る人、送られるの想いを大切に…。

松島 充吾
ひとつひとつのご縁を大切に、送られる故人様、送り出される皆さ
まに寄り添った心のこもったご葬儀のお手伝いができるように努め
ております。
どんな些細な事でも構いません。どうぞお気軽にご相談下さい。
きっと、ご葬儀に対する不安や心配を解消できると思います。

北郷 恒平
ご縁あって今年５月に入社いたしました。
皆さまのお心に沿い信頼される葬儀社を目指し、まごころを込め業
務に取り組んでいきたいと考えています。多種多様化する葬儀に、
先の一手を打てる様に取り組んでまいります。
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いずみだより【夏号】　講話

　

全
国
津
々
浦
々
に
神
社
が
鎮
座
し
て
い
ま
す
。
村
の

小
さ
な
鎮
守
か
ら
、
広
域
を
守
護
す
る
や
や
大
き
な
神

社
、
ま
た
国
を
代
表
す
る
よ
う
な
大
社
、
さ
ら
に
皇
室

の
ご
祖
先
を
祀
る
伊
勢
神
宮
ま
で
、
法
人
と
な
っ
て
い

る
神
社
だ
け
で
八
万
社
余
り
を
数
え
ま
す
。

　

で
は
神
社
と
は
何
で
し
ょ
う
。
御
祭
神
も
、
由
緒
、

歴
史
も
、
規
模
も
様
々
で
す
が
、
神
社
と
は
神
様
の
お

住
ま
い
、
神
様
を
ま
つ
る
所
で
あ
る
こ
と
は
同
じ
で
す
。

し
か
し
大
昔
、
神
社
は
無
か
っ
た
の
で
す
。
人
々
が
共

同
で
神
様
に
感
謝
し
た
り
祈
ろ
う
と
す
る
と
き
、
神
様

は
大
木
や
大
岩
等
の
特
徴
的
な
自
然
に
降
り
て
来
ら
れ

た
の
で
す
。
よ
り
正
確
に
は
、
神
様
に
降
り
て
き
て
い

た
だ
い
た
の
で
す
。
人
々
は
そ
こ
に
仮
設
の
祭
場
を
設

け
て
神
を
祭
り
ま
し
た
。
そ
の
祭
場
遺
跡
は
全
国
か
ら

発
掘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
お
祭
り
の
仕
方
は
、
現
在
も
地
鎮
祭
等
で
健
在

で
す
。
地
鎮
祭
で
は
、
ま
ず
竹
を
四
本
立
て
、
し
め
縄

を
回
ら
し
シ
デ
を
垂
ら
し
て
清
浄
な
祭
場
を
設
け
ま
す
。

そ
の
中
に
大
き
な
サ
カ
キ
を
立
て
て
、
そ
こ
に
神
様
を
お

迎
え
し
て
お
祭
り
し
ま
す
。
そ
の
土
地
で
工
事
を
始
め
る

こ
と
等
を
お
こ
と
わ
り
し
、
工
事
の
安
全
や
末
永
い
ご
守

護
を
お
祈
り
し
て
、

祭
り
が
終
わ
れ
ば

神
様
に
お
帰
り
い

た
だ
く
の
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
祭

り
の
場
所
に
、
次

第
に
仮
設
の
屋
根

（
屋
代
＝
や
し
ろ
）

が
作
ら
れ
た
の
で

し
ょ
う
。
そ
し
て
徐
々
に
、
神
様
に
い
つ
も
守
っ
て
い

た
だ
け
る
よ
う
に
、
仮
設
の
屋
代
は
神
様
の
お
住
ま
い

と
し
て
の
常
設
の
社
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
古
代
か
ら
の
由
緒
を
も
つ
神
社
に
は
、
近
く
に
大

岩
等
が
あ
っ
た
り
、
神
体
山
が
あ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば

で
す
。
先
ず
神
の
降
り
立
つ
自
然
が
あ
り
、
そ
こ
に
屋

代
が
作
ら
れ
、
社
と
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
「
社
」
は
「
も
り
」
と
も
読
み
ま
す
。
さ
ら

に
万
葉
集
に
は
「
神
社
」
と
書
い
て
も
「
も
り
」
と
読

む
例
も
あ
り
ま
す
。
昔
の
人
々
は
あ
ら
ゆ
る
自
然
に
神

が
宿
る
と
考
え
た
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
中
で
も
大
木
や

大
岩
、
神
々
し
い
山
等
々
を
含
ん
だ
、「
も
り
」
が
最
も

神
々
に
相
応
し
い
場
所
と
考
え
て
い
た
の
で
す
。
今
で
も

多
く
の
神
社
は
こ
ん
も
り
し
た
森
に
囲
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

以
上
、
神
社
の
始
ま
り
を
一
般
的
に
見
て
き
ま
し
た

が
、
次
に
実
際
に
、
地
域
の
最
寄
り
の
神
社
を
参
拝
し

て
み
ま
し
ょ
う
。

　

近
く
に
行
く
と
き
っ
と
鳥
居
が
見
え
ま
す
。
そ
こ
か

ら
が
神
社
の
聖
域
と
な
り
ま
す
。
鳥
居
を
く
ぐ
る
時
は

一
礼
す
る
の
が
神
社
流
の
礼
儀
で
す
。
長
短
様
々
で
す

が
参
道
が
社
殿
ま
で
続
い
て
い
ま
す
。
参
道
の
中
心
線

は
正
中
と
言
い
、
神
様
が
お
通
り
に
な
る
部
分
で
す
の

で
、
真
ん
中
を
避
け
て
歩
き
ま
し
ょ
う
。
正
中
を
横
切

る
と
き
は
軽
く
礼
を
す
る
の
が
神
社
流
で
す
。
参
道
の

途
中
に
手
水
舎
が
あ
り
ま
す
（
無
い
所
も
あ
り
ま
す
）

の
で
、
手
と
口
を
清
め
ま
す
。
神
様
は
清
浄
を
最
も
尊

ば
れ
ま
す
の
で
、
心
も
清
め
て
行
き
ま
し
ょ
う
。

　

手
水
の
作
法
は
、
ま
ず
軽
く
一
礼
し
、
右
手
に
柄
杓

を
持
ち
水
を
す
く
っ
て
、
左
手
を
洗
い
流
し
ま
す
。
次

に
左
手
に
持
ち
替
え
て
同
様
に
右
手
を
洗
い
ま
す
。
次

に
柄
杓
を
右
手
に
持

ち
替
え
水
を
す
く

い
、
左
手
の
平
に
水

を
受
け
て
、
そ
の
水
で
口
を
す
す
ぎ
ま
す
。
柄
杓
に
口

は
付
け
ま
せ
ん
。
柄
杓
に
余
っ
た
水
は
、
柄
杓
を
立
て

て
柄
の
部
分
に
流
し
ま
す
。
柄
杓
を
元
の
と
こ
ろ
に
置

き
、
手
を
拭
き
、
軽
く
一
礼
し
て
終
了
で
す
。

　

さ
て
、
神
様
を
お
守
り
す
る
狛
犬
を
左
右
に
見
送
り
、

社
殿
の
御
前
に
着
き
ま
し
た
。
社
殿
は
奥
の
方
か
ら
、

本
殿
、
幣
殿
、
拝
殿
に
分
か
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
す
。

本
殿
に
は
神
様
が
お
鎮
ま
り
で
す
。
幣
殿
は
幣
帛
等
を

奉
る
所
、
拝
殿
は
字
の
通
り
神
様
を
拝
む
所
で
す
。
普

段
は
そ
の
中
に
は
入
れ
ま
せ
ん
の
で
、
拝
殿
前
で
参
拝

し
ま
す
。
賽
銭
箱
に
神
様
へ
の
気
持
ち
の
賽
銭
を
入
れ

（
投
げ
入
れ
る
の
で
は
な
く
丁
寧
に
入
れ
ま
す
）、
鈴
緒

を
丁
寧
に
振
っ
て
神
様
に
ご
挨
拶
し
ま
す
。
鈴
の
音
は

古
来
神
様
が
好
ま
れ
る
音
と
さ
れ
ま
す
。
尚
鈴
緒
の
無

い
神
社
も
多
々
あ
り
ま
す
。

　

参
拝
作
法
は
二
拝
二
拍
手
一
拝
が
一
般
的
で
す
が
、
二

拝
四
拍
手
一
拝
の
神
社
も
あ
り
ま
す
の
で
、
神
社
の
掲
示

等
に
注
意
し
て
下
さ
い
。
こ
こ
で
「
拝
」
と
は
、
背
筋
を

伸
ば
し
た
ま
ま
腰
を
九
十
度
に
曲
げ
る
、
最
敬
礼
の
こ

と
で
す
。
神
様
に
対
し
て
は
日
常
の
礼
で
は
な
く
、
拝
す

る
の
で
す
。
そ
し
て
神
様
に
祈
る
内
容
は
、
ま
ず
、
自

分
が
今
日
も
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
感
謝
を
申
し
上

げ
、
願
い
事
を
付
け
加
え
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。「
い
の

る
」
の
語
源
は
、「
斎
う
」（
い
わ
う
）
＋
「
宣
る
」（
の
る
）

で
、「
神
聖
な
気
持
ち
を
口
に
出
し
て
言
う
」
こ
と
で
す
。

お
祈
り
が
終
わ
り
ま
し
た
ら
一
礼
し
て
帰
り
ま
し
ょ
う
。

き
っ
と
清
々
し
い
気
持
ち
を
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

「
神
社
」
に
つ
い
て

菅
原
神
社
　
宮
司
　
　
池
田
　
豊
彦

　野菜の王様とも呼ばれるトマト。日常的にいただくことの多
い野菜の代表格だと思います。日本ではサラダなどの生食が
メインですが、世界で見れば加熱していただくことの方が多
いようです。グルタミン酸を豊富に含んでいますが、実はそ
れは醤油や味噌と同じ旨み成分。例えばイタリアの家庭料理
では、トマトは美味しさを膨らませる調味料的な役割をも果
たしています。いわば、おふくろの味の素といったところでしょ
うか。そんな価値ある存在という意味を込めて、イタリアで
はトマトのことを “ポモドーロ”（黄金のりんご）＊1 とも。大
きいものから小指の先ほどの小さいものまでサイズもいろい
ろ、色味も赤やピンク、オレンジに黄色、緑、黒などスーパー
の棚をよく見てみるといろいろ出回っていますので、その日
の気分で選んでみるのも素敵です。
　ところで、トマトにはリコピンという色素成分が豊富に含
まれています。強い抗酸化作用が期待できるのが特徴です。
このリコピン、油に溶けやすく熱にも強い性質であることを
知っていると、お料理の際にも役立ちます。生食であれば（通
常の油分の入った）ドレッシングをかけたり、トマトジュー
スには少しのオリーブオイルと塩・黒コショウを加えて手軽
に冷たいスープ風にすることでリコピンの吸収がよくなりま
す。また、炒めたり、お肉などの脂分と一緒に煮込めばさら
に効率がよくなります。何よりも今まで以上に楽しむコツは、
トマトを “旨みの素” として捉えること。いつものお料理に
トマトを加えるだけで、手軽にアレンジレシピを作ることも
可能です。暑さから食が細くなりがちな夏ですが、トマトの

力を借りて栄養価とおいしさの両立を叶えた食事をお楽しみ
いただけたら嬉しいです。

（＊1：その昔、ヨーロッパでは価値あるものについて “〇〇
のリンゴ” という言い表し方をしていました）

ト マ ト ～野菜の王様を楽しむ～

＜プロフィール＞
㈱キャトルセゾン代表取締役。大人の食育活動家として企業
をはじめ官公庁における講演活動やイベントプロデュース、
レシピ開発やコラム執筆を中心に、「多忙な中にも実践可能
な野菜生活の提案」を行うほか、日本野菜ソムリエ協会認定
講師として上級資格のシニア野菜ソムリエ検定講座でも教鞭
をとるなど食育実践者の育成・サポートにも尽力している。
食生活ジャーナリストの会会員。

監修者：フードスタイルプランナー　武田 由季

おいしい＆ヘルシー！

毎日が潤うフードスタイルレッスン

おいしい＆ヘルシー！

毎日が潤うフードスタイルレッスン

トマトとスイカの手もみジュース

【材　料】作りやすい分量 （約 2 杯分）
トマト（大玉） …… 200g （目安で 1 個）
スイカ…………… 200g （目安で 1/8 個）
レモン果汁…… 小さじ 1（お好みで OK）

【作り方】
①	トマトは皮を湯剥きして６等分にする。
	 スイカは皮と種を除いて適当な大きさにカットする。
②	厚手のビニール袋に①とレモン果汁を加えて手でよく
揉み潰す。

〈ポイント〉手で粗く潰すと食感を楽しむことができますが、ミ
キサーにかければサラッとした仕上がりにもなります。お好み
に合わせてお試しください。

喉越しまで楽しめる、ミキサー不要の真っ赤なジュースです。ト
マトとスイカを合わせることで青臭さが減り、完熟トマトを選べ
ば爽やかななかにもしっかりとした甘さも楽しむことができま
す。トマトが苦手な方にもオススメです。

　
自じ

ね
ん
あ
ん

然
庵
で
は
心
を
込
め
て
、

　
　
　
　
ご
葬
儀
の
お
手
伝
い
を
い
た
し
ま
す
。

　

い
ず
み
浄
苑
内
に
あ
る
「
自
然
庵
」
で
は
、
大
き
な
お
葬
式
が
で
き
る
「
い

ず
み
会
館
」
と
家
族
葬
専
用
の
「
泉
心
庵
」
と
い
う
２
つ
の
式
場
を
主
に
ご

利
用
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
そ
の
他
に
も
皆
様
の
ご
要
望
に
応
じ
て
、
お

近
く
の
公
的
施
設
や
葬
儀
会
館
で
の
ご
葬
儀
も
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ご
相
談
を
い
た
だ
く
中
に
は
、
昔
の
よ
う
に
ご
自
宅
で
の
お
別
れ
会
や
ご

葬
儀
を
希
望
さ
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
ま
た
ご
自
宅
で
行
う
際
、「
ご

近
所
に
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
な
お
葬
式
を
」
と
の
ご
要
望
も
ご
ざ
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
、
お
客
様
が
望
ま
れ
る
様
々
な
形
の
お
葬
式
が
執
り
行
え
る
時
代
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。
皆
様
が
お
考
え
に
な
る
お
葬
式
を
行
え
ま
す
よ
う
、
ど

う
ぞ
お
気
軽
に
自
然
庵
の
無
料
事
前
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ
は
、
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
０
１
２
０
・
０
１
２
・
１
３
０
ま
で
。

ま
た
緊
急
の
際
は
24
時
間
年
中
無
休
で
電
話
を
お
受
け
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
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いずみだより【夏号】　行事のご報告　いずみだより【夏号】　行事のご案内

7 月　お盆法会
月　日 午前 11 時 午後 2 時

7 月 12 日（土） 浄土系 密教系

7 月 13 日（日） 法華系 禅宗系

7 月 14 日（月） 禅宗系 浄土系

9 月　秋彼岸法会
月　日 午前 11 時 午後 2 時 午後 5 時

9 月 21 日（日） 禅宗系 浄土系

9 月 22 日（月） 法華系 密教系

9 月 23 日（火・祝） 禅宗系 浄土系

11 月　報 恩 講
月　日 午前 11 時

11 月 8 日（土） 浄土真宗

12 月　壽餅会
月　日 午前 11 時

12 月 23 日（火・祝） 全宗旨
○ 7 月 1 日～ 7 月 10 日 午前 10 時～ 12 時　新盆供養

新盆供養を受け付けております。
上記以外の日時でご都合が付か
ない場合はご相談ください。
　お申し込みは、
　☎ 042-736-2233 迄

〈いずみ浄苑〉行事のご案内

墓参の折の苑内でのお忘れ物、落とし物類は、ご連絡をいただき、発見
いたしましたら、6 ヶ月間お預かりしております。どうぞ管理事務所受
付までお問い合わせ、またはご連絡くださいますようお願いいたします。

○お問い合わせは、☎ 042-736-2233 まで

いずみ浄苑管理事務所からのお知らせいずみ浄苑管理事務所からのお知らせ

〈お知らせ〉
この度「株式会社  日本墓苑開発センター」は、社名が「株式会社  いずみ浄苑」に変わりました。

　※天台宗は浄土系・密教系に属します。
　※各法会は都合により変更になる場合もあります。都度のご案内でご確認下さい。 表

し
、
卒
塔
婆
供
養
は
一
切
の
不
浄
を
除
い
て
霊
の

安
住
地
と
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
の
こ
と
で
す
。

　

午
後
の
法
華
系
の
法
会
は
、
妙
櫻
寺 

富
田
海
悦
上

人
に
よ
る
も
の
で
し
た
。

　
「
開
経
偈
」「
欲
令
衆
」
読
経
の
中
焼
香
、
お
題

目
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
を
皆
様
で
唱
題
さ
れ
ま
し

た
。
南
無
と
は
梵
語
の
ナ
マ
ス
を
音
写
し
た
も
の
で

帰
命
（
身
命
を
投
げ
出
し
て
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
に

従
う
こ
と
）
帰
依
（
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
こ
と
）
を

意
味
し
ま
す
。
日
蓮
宗
の
宗
祖
・
日
蓮
さ
ま
は
「
お

題
目
を
と
な
え
る
だ
け

で
、
す
べ
て
の
人
が
現

世
で
救
わ
れ
る
」
と
説

き
ま
し
た
。
法
華
経
を

受
持
す
れ
ば
お
釈
迦
さ

ま
が
修
行
を
積
ん
で
仏

と
な
っ
た
全
て
の
功
徳

が
自
然
に
拝
受
出
来
る

と
い
う
教
え
で
す
。

　

ま
た
卒
塔
婆
に
つ
い

て
も
「
法
華
経
」
如
来

神
力
品
の
中
に
「
塔
を

立
て
て
供
養
す
べ
し
、

す
な
わ
ち
こ
れ
道
場
な

り
」
と
説
か
れ
て
お
り
、

塔
を
立
て
て
供
養
す
れ

ば
、
そ
こ
が
ま
さ
し
く

仏
が
説
法
を
さ
れ
る
教

え
の
庭
と
な
る
、
と
い

う
意
味
で
、
日
蓮
宗
の

板
塔
婆
に
は
ひ
げ
題
目

が
書
か
れ
ま
す
。

　

行
事
の
ご
報
告

苑内の風景をご紹介します♪

　

苑
内
の
ヒ
ガ
ン
ザ
ク
ラ
が
満
開
の
下
、
今
年
も
た

く
さ
ん
の
方
が
墓
参
に
お
み
え
に
な
り
、
い
ず
み
会

館
の
広
場
で
は
恒
例
の
お
や
す
み
所
、
模
擬
店
、
野

点
な
ど
、
心
を
込
め
て
皆
様
を
お
迎
え
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

法
会
は
、
３
日
間
、
宗
派
ご
と
に
執
り
行
わ
れ
、

22
日
の
午
前
は
密
教
系
、
午
後
は
法
華
系
の
法
会
が

あ
り
ま
し
た
。

　

真
言
宗
の
お
つ
と
め
で
は
壇
信
徒
の
皆
様
が
、
大

日
如
来
の
光
明
に
包
ま
れ
て
迷
い
や
執
着
が
消
え
、

心
の
安
ら
ぎ
が
得
ら
れ
る
と
さ
れ
る
『
光
明
真
言
（
オ

ン　

ア
ボ
キ
ャ
ベ
イ
ロ
シ
ャ
ノ
ウ
マ
カ
ボ
ダ
ラ
マ
ニ
ハ

ン
ド
マ
ジ
ン
バ
ラ
ハ
ラ
ハ
リ
タ
ヤ
ウ
ン
）』
と
『
南
無

大
師
遍
照
金
剛
』
を
唱
和
、
空
海
さ
ま
が
い
つ
も
一
緒

に
い
て
下
さ
る
こ
と
（
同
行
二
人
）
に
感
謝
し
ま
し
た
。

「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
『
仏
性
』
持
ち
、
大
日
如

来
の
慈
悲
と
智
慧
に
よ
っ
て
こ
の
世
に
生
き
な
が
ら

さ
と
り
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
教
え
で
す
。

　

真
福
寺 

山
崎
住
職
は
「
理
趣
経
」
を
読
経
さ
れ
、

追
善
供
養
の
た
め
の
お
墓
に
立
て
る
卒
塔
婆
に
つ
い

て
お
話
し
さ
れ
ま
し
た
。
卒
塔
婆
は
梵
語
の
ス
ト
ゥ
ー

パ
を
漢
語
で
音
写
し
た
も
の
で
、
お
釈
迦
さ
ま
の
遺

骨
を
安
置
し
た
仏
舎
利
が
中
国
か
ら
日
本
に
伝
わ
り

三
十
塔
、
五
重
塔
、
五
輪
塔
と
い
う
石
塔
と
な
り
、

そ
の
形
を
模
し
て
墓
石
の
後
ろ
に
立
て
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
真
言
宗
の
卒
塔
婆

に
は
万
物
の
構
成
要
素
で
あ
る
五
大
（
地
・
火
・
水
・
風
・

空
）
を
示
す
梵
字
が
書
か
れ
、
大
日
如
来
の
世
界
を

春
彼
岸
法
会 

　
３
月
21
～
23
日

永
代
経
法
会
　
５
月
17
日

　

５
月
17
日
、
い
ず
み
会
館
で
永
代
経
法
会
（
子
孫

が
代
々
に
わ
た
っ
て
末
長
く
念
仏
の
教
え
が
続
く
よ

う
願
っ
て
お
つ
と
め
す
る
）
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

永
代
経
法
会
は
故
人
の
た
め
の
追
善
供
養
で
は
な

く
、
自
分
自
身
が
念
仏
の
教
え
を
聞
く
機
会
で
あ
り
、

子
孫
に
念
仏
の
教
え
を
伝
え
る
た
め
の
も
の
で
す
。

浄
土
真
宗
で
は
す
べ
て
阿
彌
陀
仏
の
本
願
力
に
よ
り
、

亡
く
な
っ
た
人
は
浄
土
で
仏
と
な
り
人
々
を
見
守
っ
て

い
る
と
考
え
る
の
で
、
冥
福
を
祈
る
こ
と
も
追
善
供

養
も
し
ま
せ
ん
。
ち
な
み
に
卒
塔
婆
も
立
て
ま
せ
ん
。

　

浄
土
真
宗
系
の
方
は
じ
め
、
真
宗
以
外
の
方
も
参

列
さ
れ
、
皆
様
で
―
帰
命
無
量
寿
如
来
―
で
始
ま
る

『
正
信
偈
』
を
唱
和
さ
れ
ま
し
た
。

　

正
信
偈
は
浄
土
真
宗
の
根
本
聖
典
と
い
わ
れ
る『
教

行
信
証
』
の
教
え
が
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で

す
。
常
照
寺
丸
林
住
職
は
法
話
の
中
で
、
平
家
物
語

を
引
用
し
、「
執
着
し
な
い
、
囚
わ
れ
な
い
、
全
て
を

受
け
入
れ
る
心
」
に
つ
い
て
話
さ
れ
、「
ご
供
養
す
る

と
い
う
事
は
、
盛
大
な
供
物
を
す
る
と
か
い
う
こ
と

で
は
な
く
、
残
っ
た
私
た
ち
が
ち
ゃ
ん
と
生
き
て
い

き
ま
す
、
と
伝
え
る
こ
と
」
と
語
り
ま
し
た
。

　

こ
の
法
会
に
毎
回
参
列
さ
れ
て
い
る
水
島
敏
彦

さ
ん
（
川
崎
市
）
は
、
平
成
元
年
に
最
愛
の
奥
様
を

亡
く
さ
れ
て
以
来
、
墓
参
・
法
会
に
お
出
で
に
な
ら

れ
、「
自
宅
で
も
欠
か
さ
ず
読
経
さ
れ
て
い
る
」
と

お
話
し
下
さ
い
ま
し
た
。
故
人
の
浄
土
往
来
を
仏
縁

と
し
て
他
力
の
教
え
を
聴
聞
な
さ
る
こ
と
で
ご
自
身

が
ち
ゃ
ん
と
生
き
て
い
く
。
そ
れ
が
本
当
の
意
味
で

先
祖
や
故
人
に
報
い
る
こ
と
に
な
る
、
と
お
考
え
な

の
だ
な
と
拝
察
致
し
ま
し
た
。

お花を受け取りお墓参りに

写 真 館写 真 館
卒塔婆の説明をされる住職 春彼岸法会に参加される皆様

本堂

苑内の樹木

墓苑から見た夕景

泉心庵

いずみ会館



●
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

〒 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/

公園
墓地

いずみ会館  家族葬・一般葬対応

泉    心    庵  家族葬専用式場

式
　
場

0120-768-123〈お問い合わせ〉

いずみ会館

泉心庵　正面入口

泉 心 庵


