
1
、安
心
の
国
内
生
産
・
加
工

当
社
は
、
現
在
流
通
し
て
い
る
数
百
種
に
も
及
ぶ
石
材
の
中
で
も

特
に
美
し
く
堅
牢
な
石
だ
け
を
厳
選
使
用
し
て
お
り
ま
す
。

高田本山御用達店・三重県仏教会御推薦店

つ
の
こ
だ
わ
り

4

御
影
石
材

2
、書
家
に
よ
る
揮
毫

文
字
は
石
碑
の
顔
と
も
い
え
る
大
切
な
要
素
。
当
社
は
、
有
名
書
家
に

よ
る
揮
毫
に
こ
だ
わ
り
、
一
枚
一
枚
、
一
筆
に
心
を
込
め
て
お
り
ま
す
。

3
、深
い
文
字
彫
刻

書
家
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
文
字
は
、
彫
り
師
の
卓
越
し
た
技
術
が

あ
っ
て
こ
そ
、
さ
ら
に
命
が
吹
き
込
ま
れ
ま
す
。

4
、永
代
保
証

品
質
・
施
工
に
責
任
を
持
っ
て
お
付
け
す
る
御
影
石
材
な
ら
で
は
の

永
代
保
証
。
万
一
の
場
合
は
、
無
償
で
修
理
・
交
換
い
た
し
ま
す
。

当社ホームページが新しくなりました！

●本店・展示場 津市広明町1007-1（営業時間／AM9時～PM5時・水曜日定休）

https：//mikage-stone.comリニューアル！ 当社ホームページが新しくなりました！
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「
石
」パ
ン
フ
レ
ッ
ト

進
呈

こ
れ
1
冊
で
お
墓
の

す
べ
て
が
わ
か
る

（
文
字
彫
刻
等
を
除
く
）

8月11日～8月17日夏季休暇 恐れいりますが、左記期間は休業とさせて頂きます。

❶

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

通
常
価
格
の

で

1
割
引

　
月
　
日

　

ま
で
開
催

9

9

（火）

❷
プ
リ
ザ
ー
ブ
ド

フ
ラ
ワ
ー
進
呈

プ
リ
ザ
ー
ブ
ド

フ
ラ
ワ
ー
進
呈

は
か
な
く
も
美
し
く
咲
く
夏
椿
。
な
め
ら
か
な
樹
皮
と
厚
み
の

あ
る
葉
を
も
ち
、
夏
、
椿
に
よ
く
似
た
花
を
咲
か
せ
る
こ
と
か

ら
夏
椿
の
名
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
別
名
を
イ
ン
ド
原
産
の
沙
羅

樹
と
ま
ち
が
っ
た
こ
と
に
基
づ
い
て
シ
ャ
ラ
ノ
キ
の
花
と
も
呼

び
ま
す
。
平
家
物
語
の
一
説
に
「
沙
羅
の
花
」、「
沙
羅
双
樹
」

が
登
場
し
ま
す
。
釈
迦
が
入
滅
さ
れ
た
時
に
一
斉
に
花
開
い
て

散
っ
た
と
い
う
沙
羅
双
樹
は
こ
の
夏
椿
と
は
無
縁
の
花
で
す
。

し
か
し
、
朝
に
花
開
い
た
夏
椿
の
花
び
ら
が
そ
の
日
の
夕
方
に

は
、
が
く
片
か
ら
押
し
出
さ
れ
る
よ
う
に
枝
を
離
れ
て
、
白
く

緑
苔
の
上
に
散
り
敷
か
れ
て
い
る
風
情
に
は
、「
我
が
世
誰
ぞ

常
な
ら
む
」
と
相
通
ず
る
覚
悟
を
感
じ
ま
す
。
夏
椿
は
一
日
花

で
次
々
と
咲
い
て
は
、
散
る
を
繰
り
返
す
。
黙
っ
て
咲
き
、
黙

っ
て
散
っ
て
い
く
、
そ
う
し
て
再
び
枝
に
は
帰
ら
な
い
。
け
れ

ど
も
そ
の
一
時
一
処
に
こ
の
世
の
す
べ
て
を
託
し
て
い
る
一
輪
の

花
の
声
で
あ
り
一
枝
の
花
の
真
で
あ
り
ま
す
。
永
遠
に
ほ
ろ
び

ぬ
命
の
よ
ろ
こ
び
が
悔
い
な
く
そ
こ
に
輝
い
て
い
る
の
で
す
。

そ
の
は
か
な
く
も
輝
く
さ
ま
が
人
々
に
愛
さ
れ
る
所
以
で
あ
り
、

花
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
命
に
惹
か
れ
る
の
で
す
。

さ
て
、
お
盆
が
近
づ
い
て
ま
い
り
ま
す
。
お
盆
と
は
、
梵
語
の

盂
蘭
盆
会
の
こ
と
。
会
と
は
仏
が
説
法
す
る
場
を
言
い
、
盂
蘭

と
は
逆
さ
吊
り
の
苦
し
み
（
倒
懸
）
を
表
し
、
む
さ
ぼ
り
に
支

配
さ
れ
た
餓
鬼
界
を
意
味
し
ま
す
。
そ
の
苦
し
み
を
救
う
た
め

に
、
盆
に
種
々
の
飲
食
を
盛
り
衆
僧
に
供
養
す
る
こ
と
か
ら
、

後
に
祖
先
の
霊
を
供
養
し
て
冥
福
を
祈
り
、
餓
鬼
界
か
ら
救

う
と
い
う
行
事
と
な
り
ま
し
た
。
釈
迦
の
十
大
弟
子
の
一
人
、

目
連
が
餓
鬼
道
に
堕
ち
た
母
を
救
う
た
め
に
行
っ
た
と
の
盂
蘭

盆
経
の
説
話
に
依
る
と
さ
れ
、
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
日
本
で
は

推
古
天
皇
十
四
年
（
六
〇
六
年
）
に
行
わ
れ
た
の
が
、
そ
の
始

ま
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
供
養
と
は
「
供
給
資
養
」
の
意
。

財
物
を
捧
げ
る
（
戝
供
養
）
の
み
で
な
く
、
法
を
信
じ
修
行
す

る
こ
と
（
行
供
養
）
こ
そ
が
真
の
供
養
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、

常
盆
・
常
彼
岸
の
気
持
ち
で
、
お
盆
を
節
と
し
て
自
身
の
行
動

を
顧
み
な
が
ら
、
先
祖
を
敬
う
こ
と
が
も
っ
と
も
大
切
な
こ
と

で
し
ょ
う
。

花
び
ら
に

　
白
き
光
や

　
　
夏
つ
ば
き

ご
成
約
の
方
に

ご
来
店
の
方
に

さ
ら
に
、
新
規
で

建
墓
ご
成
約
の
方
に

さ
ら
に
、
新
規
で

建
墓
ご
成
約
の
方
に


