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お問い合わせは
［横浜あおば霊苑］管理事務所

お車でも、電車でも。様々な交通機関が利用可能です。

東名高速道路「横浜青葉I.C.」より車で約7分
東名田園都市線「青葉台」駅より車で約8分
小田急線「新百合ヶ丘」駅より車で約9分
東急田園都市線「青葉台」駅・「市が尾」駅・

小田急小田原線「柿生」駅より路線バスをご利用いただけます。

時代とともに変化する弔いのかたち。
   ～お墓を見直してみませんか？

2021 SPRING

vol.02

特集

詳しくは、ホームページで
ご覧いただけます。

お彼岸・お盆の時期
に無料送迎バスが運
行されます。お参りの
際に、ご活用ください。

無料送迎バス

いつでも逢いに行ける軽快なアクセス。桜
咲
く
丘
で
、

つ
な
が
る
想
い
。
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く
か
ら
お
墓
は
故
人
と
生
き
て
い
る

人
を
繋
ぐ
大
切
な
役
割
を
果
た
し

て
き
ま
し
た
。け
れ
ど
も
、そ
の
か
た
ち
は
一つ

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。時
代
の
流
れ
の
な
か
で
、

あ
る
い
は
、家
族
の
形
態
や
個
人
の
価
値
観
、

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
よ
っ
て
変
化
し
て
き
て
い
ま
す
。

今
、あ
な
た
は
、そ
し
て
、あ
な
た
の
家
族
は

ど
の
よ
う
な
お
墓
を
望
み
ま
す
か
？

お
墓
の
歴
史
は
？

　

亡
く
な
っ
た
人
を
埋
葬
す
る
歴
史
は
古
く
、

日
本
で
は
縄
文
時
代
に
す
で
に
確
認
さ
れ
て
い

ま
す
が
、当
時
は
ま
だ
埋
葬
し
た
故
人
の
上
に

お
墓
を
建
て
る
文
化
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

天
皇
を
は
じ
め
と
す
る
支
配
階
級
の
お
墓
で

あ
る
古
墳
が
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、

古
墳
時
代
で
す
。こ
れ
が
日
本
の
お
墓
の
始
ま
り

と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

現
代
の
よ
う
な
碑
石
を
建
て
る
お
墓
が
登
場

し
た
の
は
、江
戸
時
代
中
期
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、お
墓
を
建
て
る
こ
と
の
が
で
き
る
の
は
、

一
部
の
権
力
者
や
富
裕
層
に
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

庶
民
に
墓
を
営
む
こ
と
が
法
的
に
許
さ
れ
た
の

は
江
戸
時
代
後
期
。さ
ら
に
、明
治
に
入
る
と
、

身
分
の
差
に
関
わ
ら
ず
、す
べ
て
の
人
が
き
ち
ん

と
葬
ら
れ
る
権
利
を
得
て
、「
○
○
家
」と
い
う

家
単
位
で
お
墓
を
持
つ
こ
と
が
許
さ
れ
ま
し
た
。

　

と
は
い
え
、「
○
○
家
之
墓
」と
い
う「
家
墓
」が

広
く
普
及
し
は
じ
め
た
の
は
、戦
後
の
こ
と
だ
と

い
い
ま
す
。そ
れ
以
前
は
、誰
か
が
亡
く
な
っ
た
ら
、

そ
の
集
落
の
墓
地
に一
人
ず
つ
埋
葬
す
る
か
た
ち

が
主
流
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

現
在
の
よ
う
に
誰
も
が
自
由
に
お
墓
を
立
て

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、昭
和
3
0
年
代

の
高
度
経
済
成
長
期
以
降
。各
地
に
霊
園
や

墓
地
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
や
、先
祖
を
思
い
や
る

精
神
的
な
ゆ
と
り
が
生
ま
れ
た
こ
と
で
、建
墓
が

促
進
さ
れ
、一
般
化
し
て
き
た
の
で
す
。

現
代
の
お
墓
を
め
ぐ
る
問
題
点
は
？

　

そ
れ
で
は
、現
代
の
お
墓
事
情
は
ど
う
な
っ
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。少
子
高
齢
化
が
進
み
、

核
家
族
が
主
流
に
な
っ
て
い
る
今
、さ
ら
に
、

未
婚
率
や
高
齢
夫
婦
の
離
婚
も
増
加
し
て

古

い
ま
す
。そ
の
た
め
、お
墓
の
継
承
者
が
い
な
い

こ
と
が
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、都
市
へ
の
人
口
集
中
も
顕
著
で
す
。

生
ま
れ
育
っ
た
土
地
で
生
涯
を
過
ご
す
人
が

少
な
く
な
っ
た
結
果
、遠
く
離
れ
た
故
郷
に

先
祖
の
お
墓
が
あ
る
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

継
承
者
が
い
た
と
し
て
も
、実
際
に
は
、お
墓
参

り
な
ど
の
墓
守
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
こ
と
も

多
々
あ
る
の
で
す
。

　

個
人
の
価
値
観
の
変
化
も
、お
墓
の
あ
り

方
に
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。継
承
者
が
い
た

と
し
て
も
、子
ど
も
や
孫
に
負
担
を
か
け
た
く

な
い
と
考
え
る
人
も
増
え
て
き
た
よ
う
で
す
。

常
識
に
と
ら
わ
れ
な
い
新
し
い
か
た
ち
の
お
墓

を
求
め
る
傾
向
も
強
く
な
っ
て
い
る
ほ
か
、遠

隔
地
に
あ
る
先
祖
代
々
の
墓
を
、住
み
慣
れ
た

現
在
の
住
ま
い
の
近
隣
に
移
す
ケ
ー
ス
も
増
え

て
い
ま
す
。

新
し
い
お
墓
の
か
た
ち

　

お
墓
は
時
代
に
よ
っ
て
変
遷
し
て
お
り
、

先
祖
代
々
の
お
墓
を
守
る
と
い
う
概
念
さ
え
、

わ
ず
か
1
0
0
年
ほ
ど
の
歴
史
し
か
な
い
こ
と

に
驚
き
を
感
じ
ま
す
。お
墓
は
、そ
れ
ぞ
れ
の

時
代
の
政
治
や
景
気
な
ど
の
事
情
に
よ
り

変
化
し
、特
に
家
族
の
か
た
ち
と
密
接
に
関
連

し
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

継
承
さ
れ
て
き
た
違
う
姓
の
お
墓
を
一
つ

に
ま
と
め
た
お
墓「
両
家
墓
」と
い
う
形
式
の

お
墓
も
登
場
し
ま
し
た
。核
家
族
化
が
進
む

な
か
で
、一
人
っ
子
同
志
の
夫
婦
な
ど
が
、そ
れ

ぞ
れ
の
墓
を
一つ
に
ま
と
め
る「
両
家
墓
」と
い
う

ケ
ー
ス
も
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

墓
所
の
ス
タ
イ
ル
と
い
う
観
点
か
ら
は
、欧
米

で
よ
く
見
ら
れ
る「
芝
生
墓
地
」も
み
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。欧
米
で
は
芝
生
に

プ
レ
ー
ト
を
埋
め
込
む
形
が
一
般
的
で
す
が
、

日
本
で
は
洋
型
墓
石
を
据
え
る
こ
と
が
多
い

よ
う
で
す
。

　

近
年
、急
速
に
増
え
て
き
た
の
が
、親
族
に

代
わ
っ
て
お
寺
や
霊
苑
が
供
養
を
行
っ
て
い
く

「
永
代
供
養
墓
」で
す
。継
承
者
が
い
な
い
場
合

の
み
な
ら
ず
、子
孫
へ
の
負
担
軽
減
の
面
か
ら
も

メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
か
ら
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、家
族
同
様
に
暮
ら
し
て
き
た
ペ
ッ
ト

の
供
養
を
望
む
声
も
多
く
、そ
れ
に
応
え
る

「
ペ
ッ
ト
墓
」を
設
け
て
い
る
墓
所
も
出
て
き

て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
大
き
く
変
化
し
て
き
た
お
墓

事
情
。け
れ
ど
も
、昔
も
今
も
亡
き
人
を
偲
ぶ

想
い
は
、変
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。今
の

暮
ら
し
の
ス
タ
イ
ル
に
合
わ
せ
て
、さ
ら
に
未
来

を
思
い
描
き
な
が
ら
、あ
な
た
に
ふ
さ
わ
し
い

お
墓
の
姿
を
考
え
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
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回
は
、春
の
仏
事
を
二
つ
ご
紹
介

し
ま
す
。

　

一
つ
め
は「
お
彼
岸
」
。「
春
分
の
日
」

「
秋
分
の
日
」を
中
日
と
し
、前
後
3
日
を

合
わ
せ
た
そ
れ
ぞ
れ
7
日
間
を
指
し
ま
す
。

そ
も
そ
も「
彼
岸
」と
は
、サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

語「
パ
ー
ラ
ミ
タ
ー（
波
羅
蜜
多
）」を
訳
し
た

「
到
彼
岸
」に
由
来
す
る
言
葉
。煩
悩
や

苦
し
み
、欲
が
あ
ふ
れ
る
こ
の
世「
此
岸
」に

対
し
、向
こ
う
岸
の
世
界
、生
死
を
超
越

し
た
悟
り
の
境
地
に
到
達
す
る
と
い
う

意
味
で
す
。彼
岸
は
西
に
、此
岸
は
東
に

位
置
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
た
め
、

太
陽
が
真
東
か
ら
上
り
真
西
へ
と
沈
む

「
春
分
の
日
」と「
秋
分
の
日
」は
、彼
岸

と
此
岸
が
通
じ
や
す
く
な
る
と
考
え
ら
れ

ま
し
た
。

　
一
方
で
、日
本
に
は
古
来
、自
然
や
太
陽

へ
の
信
仰
が
あ
り
、こ
の
時
期
に
自
然
の

恵
み
に
感
謝
を
さ
さ
げ
る
風
習
が
あ
り

ま
し
た
。こ
れ
と
結
び
つ
い
て
、日
本
独
自

の
お
彼
岸
の
風
習
が
つ
く
ら
れ
た
と
も
い

わ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
歴
史
は
古
く
、平
安

時
代
初
期
に
は
仏
教
的
な
行
事
と
し
て

「
彼
岸
会
」が
行
わ
れ
た
記
録
が
残
っ
て
い

ま
す
。た
だ
、お
彼
岸
に
お
墓
参
り
に
行
く

習
慣
は
江
戸
時
代
の
中
期
以
降
に
始
ま

っ
た
よ
う
で
す
。

　

ま
た
、お
彼
岸
の
お
供
え
と
い
え
ば
、

餅
米
と
あ
ん
こ
を
使
っ
た「
ぼ
た
も
ち
」と

「
お
は
ぎ
」で
す
ね
。古
く
か
ら
、あ
ん
こ
に

使
わ
れ
る
小
豆
の
赤
色
に
は
魔
除
け
の

効
果
が
あ
る
と
さ
れ
、お
祝
い
や
季
節
の

行
事
な
ど
で
食
べ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

「
ぼ
た
も
ち
」と「
お
は
ぎ
」は
、も
と
も
と
は

同
じ
も
の
で
し
た
が
、春
は
牡
丹
の
花
に
ち

な
ん
で「
ぼ
た
も
ち
」、秋
は
萩
の
花
に
ち

な
ん
で「
お
は
ぎ
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。こ
う
し
た
呼
び
名
に
、日
本
人

の
繊
細
な
季
節
感
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の

も
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
す
。ち
な
み
に
、粒

あ
ん
の
も
の
を「
ぼ
た
ん
も
ち
」、こ
し
あ
ん

の
も
の
を「
お
は
ぎ
」と
呼
び
、「
お
は
ぎ
」の

方
が
小
さ
め
に
つ
く
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す

が
、地
域
に
よ
る
違
い
も
あ
る
よ
う
で
す
。

　

も
う
一つ
は「
花
ま
つ
り
」で
す
。お
釈
迦

さ
ま
の
誕
生
日
と
さ
れ
る
4
月
8
日
前

後
に
、全
国
の
寺
院
で
は
、花
々
で
飾
っ
た

花
御
堂
に
お
釈
迦
さ
ま
の
誕
生
時
を
か
た

ど
っ
た
彫
像「
誕
生
仏
」を
安
置
し
、柄
杓

で
甘
茶
を
か
け
て
生
誕
を
お
祝
い
し
ま
す
。

甘
茶
を
か
け
る
の
は
、お
釈
迦
さ
ま
が
生
ま

れ
た
時
、龍
が
天
か
ら
現
れ
、甘
露
の
水
を

注
い
だ
と
い
う
言
い
伝
え
に
由
来
し
ま
す
。

「
花
ま
つ
り
」の
正
式
名
は「
灌
仏
会
」で
、

「
灌
」は
水
を
注
ぐ
と
い
う
意
味
で
す
。

日
本
で
は
、推
古
天
皇
時
代
の
6
0
6
年

に
始
ま
っ
た
と
伝
え
ら
れ
、明
治
以
降
、

「
花
ま
つ
り
」と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。お
釈
迦
さ
ま
は
今
か
ら
2
5
0
0
年

ほ
ど
前
、現
在
の
ネ
パ
ー
ル
南
境
・ル
ン
ビ
ニ

で
誕
生
し
た
と
さ
れ
ま
す
が
、ル
ン
ビ
ニ
に

は
多
く
の
花
が
咲
き
乱
れ
て
い
た
と
い
わ

れ
ま
す
。こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
加
え
、桜
の

季
節
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、「
花
ま
つ
り
」

の
呼
び
名
が
広
ま
っ
た
よ
う
で
す
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
花
が
咲
き
誇
る
穏
や
か
な

季
節
、古
く
か
ら
の
仏
事
に
も
想
い
を
馳
せ

な
が
ら
、大
切
な
方
々
の
お
墓
参
り
に
い
ら

し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

故
人
へ
の
想
い
と
心
穏
や
か
な
日
々
へ
の
願
い
を
込
め
て
、

古
く
か
ら
継
承
さ
れ
る
春
の
仏
事
。

今
ち
ゅ
う
に
ち

と
う
ひ
が
ん

し
が
ん

あ
ず
き

ひ
し
ゃ
く

あ
ま
ち
ゃ

か
ん
ろ

か
ん
ぶ
つ
え

は
な
み
ど
う

緑
に
彩
ら
れ
清
楚
な
佇
ま
い
を
見

せ
る
管
理
棟
は
、訪
れ
る
方
々
を
優

し
く
お
迎
え
す
る
空
間
。い
つ
で
も
気
持
ち
良

く
く
つ
ろ
い
で
い
た
だ
け
る
よ
う
に
配
慮
し
て

い
ま
す
。

　

管
理
棟
に
は
ロ
ビ
ー
を
囲
む
よ
う
に
、法
要

室
、休
憩
・
会
食
室
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。法

事
の
際
は
も
ち
ろ
ん
、お
墓
参
り
の
休
憩
に
も
、

ゆ
っ
た
り
と
利
用
し
て
い
た
だ
け
ま
す
。

　

絵
画
が
飾
ら
れ
た
広
々
と
し
た
ロ
ビ
ー
は
開

放
感
が
あ
り
、上
品
な
趣
で
す
。窓
の
外
に
目

を
向
け
れ
ば
、静
け
さ
を
た
た
え
た
水
盤
が
広

が
り
、清
々
し
い
空
気
が
流
れ
込
ん
で
く
る
よ
う

な
心
地
よ
さ
に
包
ま
れ
ま
す
。静
寂
の
中
で
大

切
な
方
を
想
う
、貴
重
な
ひ
と
と
き
を
、心
お

き
な
く
過
ご
し
て
い
た
だ

け
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

横
浜
あ
お
ば
霊
苑
は
、

宗
旨
・
宗
派
を
問
い
ま
せ

ん
が
、
管
理
事
務
所
で

は
、ご
要
望
の
宗
派
に
問

合
せ
、僧
侶
の
手
配
も
し

て
お
り
ま
す
。

緑

① 落ち着いた和の雰囲気につつまれた管理棟
② 絵画が飾られ、水盤からの揺らぎがロビーを包みます　
③ 中庭からの柔らかな光がさす法要室「はす」
④ 会食やご休憩にご利用いただける「ふじ」

気
品
あ
ふ
れ
る
空
間
で
、

彼
の
人
を
想
う
。

静
寂
が
寄
り
添
っ
て
い
く
。

日
、母
の
四
十
九
日
の
法
要
を
終
え
、遺
品
を
整
理

し
て
い
る
と
、母
が
毎
日
つ
け
て
い
た
日
記
帳
を
見
つ

け
ま
し
た
。見
慣
れ
た
母
の
文
字
に
胸
が
熱
く
な
り
、几
帳
面

に
綴
ら
れ
た
文
章
に
涙
が
こ
み
上
げ
て
き
ま
し
た
。そ
し
て
、文

字
が
乱
れ
が
ち
に
な
っ
て
き
た
晩
年
の
ペ
ー
ジ
に
は
、私
た
ち
へ
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
が
残
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
「
私
も
、も
う
す
ぐ『
永
遠
の
家
』に
引
っ
越
す
こ
と
に
な
り

そ
う
で
す
。そ
こ
か
ら
お
父
さ
ん
と
一
緒
に
、み
ん
な
の
活
躍
や

孫
た
ち
の
成
長
を
見
守
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。こ
こ
に
決
め
た

時
、桜
が
美
し
く
咲
き
誇
っ
て
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
か
。

春
に
は
い
つ
も
み
ん
な
で
、あ
ち
こ
ち
に
お
花
見
に
出
か
け
ま
し

た
ね
。今
度
は
、私
た
ち
の『
永
遠
の
家
』に
お
弁
当
で
も
持
っ

て
来
て
く
だ
さ
い
。約
束
し
て
、き

っ
と
み
ん
な
で
来
る
と
…
…
。待
っ

て
い
ま
す
。今
年
の
桜
も
、き
っ
と

き
れ
い
よ
」

　

今
年
の
春
、母
と
の
約
束
を

守
り
ま
す
。次
の
春
も
そ
の
次
の

春
も
ず
っ
と
、会
い
に
行
き
ま
す
、

桜
の
咲
く
あ
の
丘
の
上
の『
永
遠

の
家
』に
…
…
。

先
今
年
の
お
花
見
は

母
が
待
つ
桜
咲
く
丘
で
す
。

と　
わ

と　
わ

と　
わ
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苑内各区画の動画と
価格などを
ご覧いただけます。

落
ち
着
き
の
あ
る
伝
統
的
な
区
画

に
は
整
然
と
し
た
調
和
が
保
た
れ

て
い
ま
す
。横
浜
あ
お
ば
霊
苑
の
中
で
も
多

く
の
区
画
を
持
つ一
般
墓
に
は
、洋
型
・
和
型

の
い
ず
れ
の
墓
石
も
お
選
び

い
た
だ
け
ま
す
。周
囲
に
は
、

豊
か
な
植
栽
が
施
さ
れ
、

四
季
折
々
の
風
情
で
お
参
り

す
る
方
を
お
迎
え
し
ま
す
。

芝

安
ら
ぎ
の
中
に
、

故
人
を
想
う
穏
や
か
な

時
間
が
流
れ
ま
す
。

生
の
緑
に
つ
つ
ま
れ
て
、ゆ
と
り
の

あ
る
配
置
の
芝
生
墓
。降
り
注
ぐ

陽
の
光
を
優
し
く
受
け
止
め
故
人
と
の
語

ら
い
を
印
象
深
い
ひ
と
時
と
し
て
く
れ
ま
す
。

特
に「
さ
く
ら
」区
は
、さ
く

ら
の
大
木
の
傍
ら
に
配
置

さ
れ
て
お
り
、春
に
は
、満

開
の
桜
の
も
と
お
参
り
を

し
て
い
た
だ
け
ま
す
。

芝
生
の
緑
が
、

訪
れ
る
方
と
故
人
を

優
し
く
包
み
込
み
ま
す
。

管理棟に近くお参りのしやすい「しらかし」区

植栽に囲まれ、落ち着いたエリアの「さざんか」区

美しい芝生が安らぎを深める「さくら」区

墓苑の各所にベンチやあずま屋を設けています

お仕事の都合や体調の関係で
お墓参りができない方のために当
苑が代わって
お墓参りや清
掃代行を行っ
ております。

墓参代行／清掃代行

美しい青空のもと、あずま屋を設けた「もみじ」区

ゆとり区画やテラス墓が配置された区画

永代に亘って供養する永代供養墓「我逢人（がほうじん）」契約者様専用区画ペット墓「りんどう」

明

時

る
く
の
び
や
か
な
印
象
の
テ
ラ
ス

墓
は
、お
参
り
の
際
に
し
ゃ
が
む
こ

と
な
く
、故
人
と
の
時
間
を
お
過
ご
し
い
た

だ
け
ま
す
。ま
た
、中
央
に
は
、あ
ず
ま
や
を

設
け
て
お
り
ま
す
の
で
お

参
り
の
際
に
も
ち
ょ
っ
と
し

た
休
憩
や
手
荷
物
の
置
き

場
所
と
し
て
ご
利
用
い
た

だ
け
ま
す
。

モ
ダ
ン
な
フ
ォ
ル
ム
の
中
に
、

厳
か
な
空
気
が

流
れ
ま
す
。

代
の
変
化
に
対
応
し
て
、代
々
の

供
養
を
霊
苑
が
代
わって
行
う
永
代

供
養
墓
を
ご
用
意
し
て
い
ま
す
。ま
た
、当
苑
を

ご
利
用
の
方
に
は
ペ
ッ
ト
専
用
墓
も
ご
ざ
い

ま
す
の
で
、ご
相
談
く
だ
さ
い
。い
ず
れ
も
、

春
・
秋
に
、合
同
法
要
を
事

業
主
宗
英
寺
に
よ
り
執
り

行
い
、永
代
に
わ
た
り
当
苑

が
供
養
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

い
つ
ま
で
も

想
い
が
つ
な
が
る
場
所
を

ご
用
意
し
て
い
ま
す
。

一
人
ひ
と
り
の
想
い
に
応
え
る
供
養
の
カ
タ
チ
。

当
霊
苑
で
は
様
々
な
墓
苑
を
用
意
し
て
い
ま
す
。


