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お
墓

高橋晋也／庵治産地の石材
加工メーカーである㈲翼石材
企画室に籍を置き、平成21年
より、究極のこだわり製品として
『世伝石塔』シリーズを開発、総
合プロデューサーとして庵治・
牟礼産地の優れた加工技術を
持つ『庵治石工衆TM』によって
制作している。中世の石造物を
こよなく愛し、今年４月からは、
中世の石塔を中心に勉強をす
る会、『翼塾』を開講。

③
宝
塔
・

　
　多
宝
塔

　

在
銘
最
古
の
石
造
宝
塔

は
、
鎌
倉
時
代
前
期
建
仁
二

年
（
１
２
０
２
年
）
の
茨
城

県
桜
川
市
の
祥
光
寺
宝
塔
で

す
。
ま
た
、
石
造
宝
塔
の
遺

品
は
平
安
時
代
後
期
か
ら
見

受
け
ら
れ
、
京
都
市
左
京
区

の
鞍
馬
寺
宝
塔
や
滋
賀
県
大

津
市
の
長
安
寺
宝
塔
、
岩
手

県
中
尊
寺
の
願
成
就
院
宝
塔

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
平
安
時

代
後
期
か
ら
鎌
倉
時
代
前
期

の
宝
塔
は
非
常
に
独
特
な
塔

形
で
見
応
え
抜
群
で
す
。

　

ち
ょ
っ
と
自
慢
で
す
が
、

私
の
地
元
香
川
県
で
は
鎌
倉

時
代
前
期
頃
か
ら
の
石
造
宝

塔
（
凝
灰
岩
製
）
の
遺
品
が

あ
り
、
ど
れ
も
見
応
え
の
あ

る
素
晴
ら
し
い
も
の
で
す
。

ぜ
ひ
、
お
時
間
が
あ
れ
ば
、

香
川
県
の
石
造
物
を
見
学
し

て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う

か
。

　

は
じ
め
に
、｢
宝
塔｣

・
｢

多
宝
塔｣

の
形
式
に
つ
い

て
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。｢

宝
塔｣

と
は
仏
塔
の

建
築
形
式
の
一
つ
で
、
屋
根

が
一
重
で
胴
体
（
塔と

う
し
ん身
）
が

円
形
の
も
の
を
指
し
ま
す
。

そ
の｢

宝
塔｣

に
裳も

こ
し階
（
下げ

屋や

、
庇ひ

さ
しの
よ
う
な
も
の
）
を

つ
け
て
屋
根
が
二
重
に
見
え

る
も
の
を｢

多
宝
塔｣

と
呼

び
、
仏
塔
の
建
築
形
式
と
し

て
、一
重
の
形
式
を｢

宝
塔｣

、

二
重
の
形
式
を｢

多
宝
塔｣

と
呼
ん
で
区
別
し
て
い
ま

す
。
ち
な
み
に
、
現
在
の
遺

構
・
遺
品
と
し
て
は
、｢

多

宝
塔｣

は
木
造
建
築
が
一
般

的
で
、｢

宝
塔｣

は
ほ
と
ん

ど
が
石
造
物
や
絵
画
・
舎
利

容
器
の
工
芸
品
で
す
。

　

ま
た
、
形
式
上
は｢

宝
塔｣

・｢

多
宝
塔｣

と
分
け
て
呼

び
ま
す
が
、語
義
と
し
て
は
、

元
来｢

宝
塔｣

と
い
う
名
称

は
そ
の
形
式
に
関
係
な
く

「
宝
の
塔
」
と
い
う
こ
と
で

す
べ
て
の｢

塔｣

の
美
称
と

し
て
用
い
ら
れ
ま
す
。

　

日
本
に
お
け
る
宝
塔
・
多

宝
塔
の
名
称
の
由
来
・
初
見

は
、
奈
良
・
長
谷
寺
の｢

銅ど
う

板ば
ん

法ほ
っ

華け

説せ
っ

相そ
う

図ず

（
千
仏
多
宝

仏
塔
）｣

（
国
宝
）
と
言
わ
れ
、

白
鳳
時
代
の
遺
品
と
し
て
有

名
で
す
。
そ
の
表
面
に
は

｢

法
華
経｣

見け
ん
ほ
う
と
う
ぼ
ん

宝
塔
品
に
基

づ
く
三
重
塔
（
三
層
構
造
）

の
多
宝
塔
と
、
そ
の
塔
の
周

囲
に
は
多
数
の
仏
菩
薩
像
が

表
さ
れ
て
い
ま
す
。
下
部
中

央
に
は
長
文
の
銘
文
が
あ

り
、
造
立
の
由
来
な
ど
が
刻

ま
れ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、こ
の
三
重
塔
は
、

最
上
層
・
中
層
・
下
層
の
順

に
物
語
が
展
開
す
る
さ
ま
を

表
現
し
て
い
る
だ
け
で
、
塔

の
形
式
を
示
し
て
い
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

現
在｢

銅
板
法
華
説
相
図｣

は
奈
良
国
立
博
物
館
が
委
託

管
理
し
て
お
り
、
時
々
展
示

さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

足
を
運
ん
で
み
て
く
だ
さ

い
。
神
秘
的
で
思
わ
ず
引
き

込
ま
れ
る
美
し
さ
で
す
。

○

　

木
造
建
築
の
宝
塔
・
多
宝

塔
の
建
立
時
期
は
平
安
時
代

に
入
っ
て
空
海
や
最
澄
に
よ

る
も
の
が
最
初
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

空
海
は
宝
塔
・
多
宝
塔
を

｢

毘び
る
し
ゃ
な
ほ
っ
か
い
た
い
し
ょ
う
と
う

盧
遮
那
法
界
体
性
塔｣

と
呼
び
、
塔
を
大
日
如
来
の

姿
そ
の
も
の
と
見
立
て
て
建

立
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
た

だ
、
そ
の
創
建
に
関
し
て
は

明
確
で
は
な
く
、
空
海
の
存

世
中
に
は
完
成
を
見
な
か
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

最
澄
は
日
本
全
国
六
カ
所

に
宝
塔
・
多
宝
塔
（
六
所
宝

塔
）
を
建
立
し
、｢

法
華
経｣

各
一
千
部
を
納
め
ら
れ
ま
し

た
。
こ
ち
ら
も
存
世
中
に
建

て
ら
れ
た
の
は
三
カ
所
だ
け

で
、
形
状
も
は
っ
き
り
し
て

い
ま
せ
ん
。

　

石
造
宝
塔
・
多
宝
塔
は
、

鎌
倉
時
代
に
入
る
と
、
貴
族

や
上
流
階
級
か
ら
武
家
や
一

般
庶
民
へ
と
仏
教
が
広
が

り
、
そ
れ
に
と
も
な
い
多
く

の
人
が
お
墓
や
供
養
塔
、
逆

修
塔
、
納
経
塔
と
し
て
建
立

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

○

　

で
は
、
こ
こ
か
ら｢

宝
塔｣

・｢

多
宝
塔｣

に
つ
い
て
ま

と
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

仏
教
が
伝
来
し
た
当
初
か

ら
あ
る
三
重
塔
や
五
重
塔
の

層
塔
に
対
し
て
、
宝
塔
・
多

宝
塔
は
平
安
時
代
に
出
現
し

た
日
本
的
な
塔
で
す
。
仏
塔

の
起
源
は
ス
ト
ゥ
ー
パ
で
あ

り
、
層
塔
は
仏
舎
利
の
奉
安

を
目
的
と
し
た
も
の
、
つ
ま

り
仏
舎
利
が
信
仰
の
対
象
で

し
た
。
し
か
し
、
宝
塔
・
多

宝
塔
は
大
日
如
来
や
法
華
経

（
経
典
）
を
奉
安
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
建
て
ら
れ
た

も
の
で
あ
り
、
崇
拝
の
対
象

が
塔
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
層
塔
と
は
必
然
的
に

性
格
が
異
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
気
を
つ
け
て
い
た
だ

き
た
い
の
は
、
崇
拝
の
対
象

が
変
わ
っ
て
も
仏
塔
思
想
や

本
質
が
変
わ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

以
前
の｢

お
し
え
て
お
墓

の
話 

石
造
美
術
オ
タ
ク
の

ひ
と
り
言｣

で
述
べ
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
五
輪
塔
と
宝
篋

印
塔
の
仏
塔
思
想
、
本
質
を

思
い
出
し
て
み
て
く
だ
さ

い
。
第
１
回
の
五
輪
塔
は
、

五
輪
塔
そ
の
も
の
が
大
日
如

来
で
あ
る
こ
と
、
第
２
回
の

宝
篋
印
塔
は
塔
中
に
宝
篋
印

陀
羅
尼
経
（
経
典
）
を
奉
安

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
塔
そ

の
も
の
が
如
来
の
功く

ど
く
じ
ゅ
徳
聚
で

あ
る
こ
と
で
し
た
。

　

も
う
お
気
づ
き
の
方
も
い

ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
今
回
の
宝
塔･

多
宝

塔
と
仏
塔
思
想
が
そ
っ
く
り

だ
と
思
い
ま
せ
ん
か
？

　

つ
ま
り
、
木
造
宝
塔
・
多

宝
塔
を
造
る
こ
と
、
石
造
宝

塔
・
多
宝
塔
を
造
る
こ
と
、

五
輪
塔
を
造
る
こ
と
、
宝
篋

印
塔
を
造
る
こ
と
、
更
に
は

子
供
た
ち
が
小
石
を
積
ん
で

塔
を
造
る
こ
と
、
こ
れ
ら
は

い
ず
れ
も
功
徳
に
違
い
は
な

く
、
仏
塔
思
想
、
本
質
に
お

い
て
も
変
わ
り
は
な
い
の
で

す
。

○

　

ま
と
め
が
仏
塔
全
般
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、

改
め
て
死
者
救
済
・
広
大
無

辺
の
功
徳
を
信
じ
て
造
立
さ

れ
る
仏
塔
は
、
あ
り
が
た
い

と
い
う
か
格
好
良
い
と
い
う

か
。
出
来
る
こ
と
な
ら
、
こ

の
よ
う
な
仏
塔
思
想
、
本
質

を
伝
え
て
、
遠
い
先
祖
の
願

い
を
残
せ
た
ら
い
い
な
と
思

う
、
今
日
こ
の
ご
ろ
の
石
造

美
術
オ
タ
ク
で
し
た
。

　

こ
ん
に
ち
は
、
㈲
翼
石
材･

企
画
室
の
高
橋
で
す
。
今
回
は

｢

宝
塔｣

・｢

多
宝
塔｣

に
つ
い
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

神
じん

恵
ね

院
いん

宝塔
　今回ご紹介する宝塔は香川県観音寺市にある鎌倉時代
中期の神恵院宝塔です。「琴弾宮絵縁起」に、該当する
と思われる石造物が描かれています。基礎は大半が埋没し
ており、塔身の首部は二石、軸部が三石と輪切り状に分割
された独特な形状をなしています。屋根は大きく扁平で、上
端に低い露盤と降棟、軒裏には二段の垂木型を作り出し、
相輪は伏鉢のみ残存しています。残存高は150㎝。石材
は香川県さぬき市で産出される白色凝灰岩の火

ひ

山
やま

石
いし

です。

【
サ
ポ
ー
ト
期
間
】

２
０
１
９
年
６
月
28
日
ま
で

墓
石
Ｃ
Ａ
Ｄ『
Ｓ
ｔ
ｏ
ｎ
ｅ 

Ｍ
ｅ
ｉ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
７
』

㈱
フ
ォ
ト
ロ
ン

　

㈱
フ
ォ
ト
ロ
ン
で
は
墓
石

Ｃ
Ａ
Ｄ
『
ス
ト
ー
ン
マ
イ
ス

タ
ー
７
』
の
サ
ポ
ー
ト
期
間

を
２
０
１
９
年
６
月
28
日
で

終
了
す
る
こ
と
を
発
表
。
そ

れ
ま
で
の
期
間
は
継
続
的
に

サ
ポ
ー
ト
を
行
な
っ
て
い
く

こ
と
と
な
っ
て
お
り
、「
ス

ト
ー
ン
マ
イ
ス
タ
ー 

サ

ポ
ー
ト
パ
ッ
ク
」
の
使
用
を

推
奨
し
て
い
る
。

　

こ
の
サ
ポ
ー
ト
パ
ッ
ク

は
、『
ス
ト
ー
ン
マ
イ
ス
タ
ー

７
』
ユ
ー
ザ
ー
を
対
象
に
し

て
い
る
も
の
で
、
同
製
品
に

標
準
で
装
備
さ
れ
て
い
な
い

部
材
や
テ
ク
ス
チ
ャ
、
シ
ー

ル
、
サ
ン
ド
ブ
ラ
ス
ト
デ
ザ

イ
ン
デ
ー
タ
（
花
な
ど
）、

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
石
目
等
の

デ
ー
タ
を
会
員
専
用
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
た
り
、よ
く
あ
る
質
問
、

操
作
テ
ク
ニ
ッ
ク
等
の
動
画

解
説
が
好
き
な
時
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、『
ス
ト
ー
ン
マ
イ

ス
タ
ー
』
に
関
す
る
質
問
・

問
い
合
わ
せ
を
専
任
の
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
ス
タ
ッ
フ

が
フ
リ
ー
コ
ー
ル
（
電
話
代

無
料
）
で
対
応
し
て
く
れ
る

ほ
か
、
テ
ン
プ
レ
ー
ト
の
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
外
柵
作
成
も

簡
単
に
。
さ
ら
に
、
有
償
に

は
な
る
が
「
複
雑
な
形
の
部

材
を
自
分
で
作
る
の
は
無

理
」
と
い
う
場
合
に
は
「
部

材
作
成
サ
ー
ビ
ス
」
も
利
用

で
き
る
。『
ス
ト
ー
ン
マ
イ

ス
タ
ー
７
』
ユ
ー
ザ
ー
の
方

は
、
ぜ
ひ
ご
利
用
を
� 

◆
㈱
フ
ォ
ト
ロ
ン
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有限会社有限会社

茨城県桜川市真壁町塙世 943-4
TEL 0296-55-3515
FAX 0296-54-2469

日本のお墓は
日本の石と
日本の職人の手で

138名の研修生養成の実績と指

導力、即戦力と人間関係豊かな人

材の育成・岡崎技術工学院に入

校出来ます。

技能五輪大会に出場出来ます。

石工研修生募集!!

創業97年・技能五輪国際大会で3個の金メダルに輝く当社の実績
石材業を目指す若者の育成

当社の営業方針
親切丁寧・規格適正・納期厳守

㈱犬塚石材本店

◎ 墓石製品加工
◎ 国内・国外材各種取扱い
◎ 神社・仏閣製品卸
◎ 彫刻・美術彫刻品・灯篭 等
　 全ておまかせ下さい。

〒444－0071 岡崎市稲熊町字赤松6－13
 電話（0564）24－6358番（工　場）
  51－3723番（社長宅）

岡崎の
石の公園団地内

総合石材問屋として、石材店
様をバックアップいたします。
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