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年の瀬もいよいよ押し詰まりお忙

しい毎日をお送りの事と存じます。

師走の寒さもひとしおですが、お

風邪など召しませぬようくれぐれも

ご自愛下さいませ。

来年もご愛顧の程、宜しくお願い

申し上げます。

オ
ス
ス
メ
品
！

平
成
25
年
度
年
間
管
理
料
を
10
月
末
に

お
引
き
落
し
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

ま
た
、
お
支
払
い
手
続
き
の
ご
相
談
が

ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
管
理
事
務
所
ま
で
ご

連
絡
下
さ
い
。

今
年
も
、
奈
良
山
通
信
を
お
読
み
頂
き

誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

冬
場
に
つ
き
霊
苑
内
の
水
道
が
凍
結
し

て
い
る
場
合
に
は
、
ご
遠
慮
な
く
お
声
掛

け
下
さ
い
。
尚
、
お
手
洗
い
等
、
お
気
軽

に
お
立
ち
寄
り
下
さ
い
ま
せ
。
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両
日
に
つ
き
ま
し
て
は
、
社
内
行
事
の

為
、
午
後
１
時
に
閉
店
さ
せ
て
頂
き
ま
す

事
を
お
知
ら
せ
致
し
ま
す
。

◆
年年年年
末末末末
年年年年
始始始始
のののの
営営営営
業業業業
◆

12
月
31
日
（
火
）
ま
で

通
常
営
業

１
月
１
日
（
水
）
～
３
日
（
金
）
休
業

１
月
４
日
（
土
）
か
ら

通
常
営
業

御霊供膳

￥2,835-～

経机

￥19,000-～

念珠

￥1,800-～

年
末
・
年
始
を
迎
え
る
に
あ
た
っ

て
、
仏
具
等
を
新
調
し
ま
せ
ん
か
？

左
記
商
品
以
外
に
も
、
そ
の
他
各

種
取
り
扱
っ
て
お
り
ま
す
。

ご
来
店
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

石香炉

￥7,200-～

私私私私のののの
おおおおすすすす

すすすすめめめめ
！！！！

今
回
は
、
奈
良
山
等
妙
寺
の
ご
住
職
を

ご
紹
介
致
し
ま
す
。

奈
良
山
等
妙
寺
は
、

一
三
二
〇
年
に
、
理
玉
和
尚
（
静
義
上
人
と

も
い
う
）
に
よ
っ
て
、
開
創
さ
れ
た

律
寺

（
律
宗
寺
院
）
で
、
宗
派
は
天
台
宗
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
約
六
九
〇
年
前
よ
り
脈
々
と

時
代
の
流
れ
を
紡
ぎ
な
が
ら
現
在
に
至
っ
て

い
ま
す
。

第
四
十
二
代

大
僧
正

関

覚
圓
師
は
、

か
く
え
ん

物
静
か
で
温
厚
な
方
で
、
天
台
宗
の
四
国
教

区
宗
務
所
長
と
し
て
二
期
八
年
、
宗
門
の
隆

盛
に
寄
与
さ
れ
ま
し
た
。

昨
年
七
月
に
遷
化
さ
れ
ま
し
た
。

ご
子
息
の
少
僧
都

関

秀
圓
師
は
、
平

し
ゅ
う
え
ん

成
十
二
年
よ
り
等
妙
寺
副
住
職
を
務
め
て
お

り
ま
し
た
が
、
平
成
二
十
五
年
二
月
、
第
四

十
三
代
等
妙
寺
住
職
に
就
任
さ
れ
ま
し
た
。

ご
住
職
は
、
現
在
三
十
八
歳
で
、
中
学
生

の
ご
子
息
が
お
り
、
前
住
職
同
様
温
厚
で
子

煩
悩
な
ご
住
職
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

幼
少
時
代
は
地
元
鬼
北
町
で
育
ち
、

愛
媛
県
立
北
宇
和
高
等
学
校

学
校
法
人
延
暦
寺
学
園

叡
山
学
院

佛
教
大
学
文
学
部
仏
教
学
科

へ
進
ま
れ
勉
学
に
励
ま
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
天
台
宗
の
本
山

比
叡
山
で
修

行
を
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
で
も
、
本
山
へ
度
々

修
行
に
行
か
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。

穏
や
か
な
雰
囲
気
を
も
つ
ご
住
職
も
、
学

生
時
代
は
、
サ
ッ
カ
ー
選
手
と
し
て
活
躍
さ

れ
、
現
在
で
も
趣
味
で
ス
ポ
ー
ツ
観
戦
を
楽

し
ま
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

◆
除除除除
夜夜夜夜
のののの
鐘鐘鐘鐘
はははは
等等等等
妙妙妙妙
寺寺寺寺
でででで

◆

大
晦
日
に
は
、
等
妙
寺
で
除
夜
の
鐘
を
つ

く
こ
と
が
出
来
ま
す
。
午
後
十
一
時
半
か
ら

整
理
券
が
配
ら
れ
ま
す
の
で
、

是
非
、
皆
さ
ん
で
ご
参
拝
下
さ
い
。

お
蕎
麦
等
の
御
接
待
も
あ
る
そ
う
で
す
。

奈
良
山
等
妙
寺
の
歴
史
等
に
つ
い
て
は
、

別
紙
『
奈
良
山
等
妙
寺
の
お
話
』
を
連
載
し

て
い
く
予
定
で
す
。

鬼
北
町
在
住
の
Ｈ
氏
に
、
お
話
を
伺
い
ま

し
た
の
で
、
是
非
ご
拝
読
下
さ
い
。

奈奈奈奈
良良良良
山山山山
通通通通
信信信信

花筒（１個）

ステンレス

￥2,100-～

プラスチック

￥525-～

墓石専用洗剤

￥1,260-

霊苑をご利用頂いてい

る皆様とご先祖様の幸せ

の為、心を込めてご供養

致します。



み
な
さ
ん
は
、
奈
良
山
等
妙
寺
に
つ
い
て
ど
の
程
度
ご

な

ら

や

ま

と

う

み

ょ

う

じ

存
知
で
し
ょ
う
か
？

「
昔
の
等
妙
寺
は
、
格
式
が
高
く
て
、
す
ご
い
お
寺
だ
っ

た
ん
だ
よ
」
、
「
後
醍
醐
天
皇
の
勅
願
寺
だ
っ
た
」
、
あ

ち

ょ

く

が
ん
じ

る
い
は
「
理
玉
和
尚
」
と
い
う
お
名
前
を
伺
っ
た
こ
と
が

り

ぎ

ょ
く

あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
も
っ
と
い
ろ
い
ろ
聞
い
て
知
っ

て
る
と
い
う
方
も
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
昔
か
ら
言
い
伝

え
と
し
て
語
り
継
が
れ
て
き
た
伝
説
。
一
度
は
耳
に
し
た

こ
と
が
あ
る
と
い
う
方
は
多
い
と
思
い
ま
す
。

で
は
、
そ
れ
が
書
か
れ
て
い
る
文
献
「「「「
等等等等
妙妙妙妙
寺寺寺寺
縁縁縁縁
起起起起
」」」」

と

う

み

ょ

う

じ

え

ん

ぎ

の
事
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？
そ
こ
に
ど
ん
な
事
が
書
か
れ

て
い
る
か
を
ご
存
知
の
方
は
、
恐
ら
く
少
な
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

そ
こ
で
、
こ
の
「
等
妙
寺
縁
起
」
に
つ
い
て
、
内
容
や

研
究
の
現
状
も
含
め
て
、
数
回
に
わ
た
っ
て
紹
介
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

「「「「
等等等等
妙妙妙妙
寺寺寺寺
縁縁縁縁
起起起起
」」」」
とととと
はははは
？？？？

「
縁
起
」
と
い
う
の
は
、
社
寺
の
由
来
や
霊
験
な
ど
の

伝
説
、
そ
れ
ら
を
記
し
た
も
の
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。

か
つ
て
は
等
妙
寺
に
も
そ
の
由
来
を
記
し
た
「
等
妙
寺

縁
起
」
が
伝
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
今
は
、
お
寺
に
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に
文
化
二
年
（
一
八

〇
四
）
の
書
写
本
と
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
の
謄
写
本

の
二
本
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
江
戸
時
代
の
初
め
頃
に
書

か
れ
た
と
さ
れ
る
『
宇
和
旧
記
』
に
も
等
妙
寺
縁
起
の
記

事
が
見
ら
れ
ま
す
の
で
、
少
な
く
と
も
そ
の
頃
ま
で
に
は

成
立
し
て
い
た
も
の
と
い
え
ま
す
。
こ
れ
が
等
妙
寺
縁
起

を
紹
介
し
た
文
献
で
一
番
古
い
も
の
で
す
。

現
代
に
活
字
化
さ
れ
た
も
の
は
昭
和
四
〇
年
（
一
九
六

五
）
愛
媛
国
語
国
文
学
会
が
発
刊
し
た
「
愛
媛
の
文
学
史

料
叢
書
Ⅰ
」
『
南
予
文
学

古
代
中
世
編
』
に
所
収
さ
れ

そ

う

し
ょ

て
い
ま
す
。
こ
の
他
に
も
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。

「
縁
起
」
と
は
、
い
わ
ば
伝
説
で
す
。
し
た
が
っ
て
、

そ
れ
が
本
当
の
事
か
ど
う
か
と
い
う
と
、
そ
こ
に
書
い
て

あ
る
事
だ
け
を
鵜
呑
み
に
は
で
き
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
全

く
の
で
た
ら
め
と
も
言
え
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
書
か
れ
て
い

る
事
が
本
当
か
、
史
実
か
ど
う
か
、
等
妙
寺
研
究
が
始
ま

る
き
っ
か
け
、
そ
の
原
点
が
、
ま
さ
に

こ
の
「
等
妙
寺
縁
起
」
な
の
で
す
。

「「「「
等等等等
妙妙妙妙
寺寺寺寺
縁縁縁縁
起起起起
」」」」
にににに
書書書書
かかかか
れれれれ
てててて
いいいい
るるるる
ここここ
とととと

で
は
、
そ
の
中
に
は
ど
の
よ
う
な
事
が
書
か
れ
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。
は
じ
め
は
等
妙
寺
を
建
立
す
る
ま
で
の

逸
話
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
そ
の
冒
頭
を
紹
介

し
ま
し
ょ
う
。

―

元
応
二
年
（
一
三
二
〇
）
等
妙
寺
を
開
い
た
理
玉
和

尚
は
、
伊
予
国
内
に
寺
を
建
て
よ
う
と
遍
歴
し
て
い
た
が
、

良
い
場
所
が
見
つ
か
ら
な
い
。
あ
る
と
き
、
宇
和
荘
の
奈

良
山
に
入
っ
て
み
る
と
、
山
は
高
く
そ
び
え
、
南
は
土
佐

の
山
に
続
き
、
西
は
海
に
区
切
ら
れ
、
北
と
東
は
人
里
か

ら
遠
く
離
れ
て
い
る
。
古
杉
が
森
々
と
し
て
数
十
万
本
、

枝
葉
が
繁
茂
し
て
雨
露
が
あ
た
ら
な
い
。
理
玉
和
尚
は
、

こ
こ
を
勝
地
と
定
め
、
三
七
日
間
こ
も
っ
て
諸
天
善
神
に

し

ょ

て

ん

ぜ
ん
し
ん

祈
り
を
捧
げ
た
。

行
法
を
全
て
終
え
、
里
に
降
り
よ
う
と
谷
を
下
る
と
、

黒
毛
の
馬
を
洗
う
二
人
の
男
に
遭
っ
た
。
夕
暮
れ
時
で
、

あ

理
玉
は
「
一
宿
を
借
り
た
い
」
と
お
願
い
し
た
。
二
人
は

快
く
承
諾
し
、
居
宅
に
案
内
し
た
。
石
扉
を
開
け
る
と
、

屋
内
は
荘
厳
華
麗
で
、
種
々
の
肴
膳
で
も
て
な
さ
れ
た
。

そ

う

ご

ん

か

れ

い

ゆ

う

ぜ
ん

「
御
僧
は
、
ど
う
し
て
あ
の
よ
う
な
所
に
い
た
の
か
」

と
い
う
二
人
の
問
い
に
、
「
幼
少
か
ら
京
都
で
修
業
し
、

顕
密
戒
の
三
学
を
学
ん
だ
。
そ
の
中
で
円
頓
戒
と
い
う
特

け

ん

み

つ
か
い

え

ん

ど

ん
か
い

別
な
戒
法
を
伝
え
る
一
流
が
あ
る
。
そ
れ
を
広
め
る
た
め

の
寺
を
建
て
る
場
所
を
探
し
求
め
て
い
た
」
と
経
緯
を
伝

え
る
と
、
「
我
ら
は
曽
我
十
郎
祐
成
と
五
郎
時
宗
。
こ
の

そ

が

じ

ゅ

う

ろ

う

す

け

な

り

ご

ろ

う

と

き

む

ね

世
の
業
が
い
ま
だ
に
拭
え
ず
、
修
羅
の
戦
い
の
中
に
あ
る
。

戦
い
は
昼
夜
各
一
度
で
、
今
が
そ
の
時
刻
だ
。
ど
ん
な

怪
異
が
あ
っ
て
も
驚
か
ず
見
て
ほ
し
い
・
・
・
」

か

い

いす
る
と
突
然
に
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
大
勢
の
敵
が

鯨
波
と
な
っ
て
押
し
寄
せ
攻
め
て
き
た
。
兄
弟
も
甲
冑
に

く
じ
ら
な
み

身
を
包
み
、
馬
に
乗
っ
て
攻
め
戦
う
が
、
終
に
首
を
討
た

れ
て
し
ま
う
。

そ
れ
を
見
た
理
玉
は
悲
歎
し
、
彼
ら
を
苦
し
み
か
ら
救

ひ

た

ん

お
う
と
秘
文
を
唱
え
、
繰
り
返
し
祈
り
を
捧
げ
た
。

ひ

ぶ

ん

し
ば
ら
く
す
る
と
、
容
貌
美
麗
な
女
性
が
、
水
を
入
れ

よ

う

ぼ

う

び

れ

い

た
瑠
璃
の
鉢
を
持
っ
て
き
て
、
二
人
に
注
ぐ
と
夢
が
覚
め

る

り

る
よ
う
に
蘇
生
し
た
。

「
な
ん
と
悲
し
い
こ
と
だ
。
成
仏
で
き
な
い
の
は
戒
を
破
っ

て
き
た
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
重
苦
を
受
け
る
の
だ
。
こ

の
罪
業
を
滅
す
る
た
め
、
戒
を
授
け
ま
し
ょ
う
。
成
仏
す

ざ

い

ご
う

る
日
が
来
る
ま
で
戒
を
守
り
続
け
な
さ
い
」

兄
弟
は
、
理
玉
の
教
え
に
従
い
、
す
ぐ
に
戒
を
受
け
た
。

「
あ
な
た
の
教
え
で
よ
う
や
く
成
仏
で
き
る
。
そ
の
こ
と

は
疑
わ
な
い
が
、
い
ま
だ
全
く
迷
域
を
脱
し
な
い
。
我
ら

の
仏
果
菩
提
（
冥
福
）
、
あ
な
た
の
志
願
成
就
の
た
め
に

ぶ

っ

か

ぼ

だ

い

早
く
寺
を
創
っ
て
く
だ
さ
い
。
我
ら
の
秘
蔵
す
る
仏
舎
利

ぶ

っ

し

ゃ

り

を
本
尊
と
し
な
さ
い
」

理
玉
は
、
こ
の
た
め
に
広
く
壇
信
を
集
め
、
奈
良
山
に

寺
を
建
立
し
た
。
こ
れ
が
等
妙
寺
で
あ
る

―

曽
我
兄
弟
は
、
鎌
倉
時
代
初
期
の
武
士
、
河
津
祐
泰
の

か

わ

づ

す

け

や

す

子
で
、
幼
少
の
頃
、
父
が
工
藤
祐
経
に
殺
さ
れ
た
の
で
、

く

ど

う

す

け

や

す

富
士
の
裾
野
の
狩
場
で
そ
の
仇
討
を
果
た
し
ま
す
。

し
か
し
、
兄
弟
と
も
に
捕
え
ら
れ
殺
さ
れ
る
ー
「
曽
我

物
語
」
と
し
て
、
古
く
か
ら
歌
舞
伎
や
能
楽
の
好
題
材
と

さ
れ
て
き
ま
し
た
。

な
ぜ
、
等
妙
寺
の
創
建
に
曽
我
兄
弟
の
亡
霊
が
登
場
す

る
の
か
、
多
く
の
謎
を
秘
め
た
「
曽
我
兄
弟
の
伝
説
」
。

次
回
も
引
続
き
、
「
等
妙
寺
縁
起
」
を
読
ん
で
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

奈奈奈奈
良良良良
山山山山
等等等等
妙妙妙妙
寺寺寺寺
のののの
おおおお
話話話話
[ 第１回 ]

（
文
責

鬼
北
町

Ｈ
氏
）


