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中国工場＝吉提（ＧＴ）石材有限公司
福建省泉州市恵安県崇武鎮龍西工業区
ジーテー貿易はレインボーグループ

（西尾・上地自動車学校etc）の一員です

GTは品質にこだわるあまり
中国で自社工場をつくってしまいました。

㈱ジーテー貿易・本社
愛知県西尾市八ツ面町猿待58番地
ＴＥＬ0563-54-3878  / ＦＡＸ0563-54-5669
E-mail:gt-00003@mis.ne.jp

を誇り・国内加工の製品卸

㈲小林石材産業 茨城県桜川市真壁町亀熊７１
ＴＥＬ 0296－55－3631
ＦＡＸ 0296－54－0943

小林石材産業本社事務所

○営業品目：墓石（和型・洋型），外柵，記念碑，
　　　　　　石刻品，輸入品（海外より直接輸入）
○石　　種：中国材，インド材はもちろん，
　　　　　  国産材を豊富に取り揃えております。

自社工場にて，安心で高品質な製品をご提供致します。

一味違う
!

国産石種：真壁小目，稲田石，天竜石，大島石，
　　　　  本小松石，千草石，紫宝石など

　

板
碑
と
言
え
ば
、
青
石

（
緑り

ょ
く

泥で
い

片へ
ん

岩が
ん

製
）
で
頭
部
を

山
形
に
加
工
さ
れ
た
板
状
の

石
塔
を
想
像
さ
れ
る
と
思
い

ま
す
が
、
全
国
に
は
材
質
や

形
状
に
地
方
色
が
あ
る
魅
力

的
な
板
碑
が
た
く
さ
ん
点
在

し
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
頭

部
を
山
形
に
加
工
し
、
そ
の

下
に
２
段
の
切
り
込
み
が

入
っ
た
板
碑
を
「
整
形
板

碑
」、
こ
れ
ら
の
条
件
を
欠

く
板
碑
を
「
自
然
石
板
碑
」

と
２
種
類
に
大
別
さ
れ
て
い

ま
す
。
私
は
関
西
方
面
で
、

材
質
が
花
崗
岩
製
の
整
形
板

　

こ
ん
に
ち
は
、㈲
翼
石
材･

企
画
室
の
高
橋
で
す
。
今
回
は「
板

碑
」
に
つ
い
て
お
話
（
ひ
と
り
言
）
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

神
じん

光
こう

寺
じ

阿弥陀三尊図像板碑（徳島県）
　今回ご紹介する板碑は徳島県徳島市にある鎌倉時代後期の造立
と考えられている神光寺阿弥陀三尊図像板碑です。形状は２段の
切り込みがない頭部を山形にしただけの簡単な作りで、三区内格
狭間入りの台座を作り、その上に蓮座上に立つ阿弥陀三尊と、光
背には火焰文と小蓮座に坐る化仏七体を現しています。非常に細
密な図像で阿波板碑ではめずらしい善光寺式阿弥陀三尊です。高
さ199㎝で石材は緑泥片岩製です。

碑
や
自
然
石
板
碑
、
舟
形
板

碑
と
い
ろ
い
ろ
な
形
状
の
板

碑
を
、
寺
院
の
境
内
や
墓
地

の
片
隅
で
よ
く
見
か
け
ま

す
。

　

在
銘
最
古
の
板
碑
は
、
平

安
時
代
後
期 

治
暦
三
年（
１

０
６
７
年
）
福
島
県
郡
山
市

の
阿あ

邪さ

訶か

根ね

神
社
釈
迦
曼
荼

羅
碑
で
す
が
、
追
刻
の
疑
い

が
も
た
れ
て
い
ま
す
。た
だ
、

福
岡
県
在
銘
最
古
の
観
音
堂

曼
荼
羅
自
然
石
塔
婆（
板
碑
）

に
は
平
安
時
代
後
期 

延
久

二
年
（
１
０
７
０
年
）
の
紀

年
銘
が
あ
り
ま
す
の
で
、
板

碑
は
五
輪
塔
や
宝
塔
な
ど
と

と
も
に
平
安
時
代
に
は
出
現

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。　
　

　

ま
た
、
在
銘
最
古
の
整
形

板
碑
は
、
鎌
倉
時
代
中
期 

嘉
禄
三
年
（
１
２
２
７
年
）

の
埼
玉
県
熊
谷
市
江
南
文
化

財
セ
ン
タ
ー
（
以
前
は
、
埼

玉
県
熊
谷
市
須
賀
広
の
大
沼

公
園
弁
天
島
に
あ
る
小
堂
の

傍
に
立
っ
て
い
ま
し
た
。）

に
展
示
さ
れ
て
い
る
須
賀
広

阿
弥
陀
三
尊
図
像
板
碑
で

す
。
さ
ら
に
、
こ
ち
ら
に
は

鎌
倉
時
代
中
期 

寛
喜
二
年

（
１
２
３
０
年
）
江
南
々
校

阿
弥
陀
三
尊
図
像
板
碑
や
、

鎌
倉
時
代
中
期 

弘
安
九
年

（
１
２
８
６
年
）
江
南
々
校

曼
荼
羅
板
碑
も
展
示
さ
れ
て

い
ま
す
。
図
像
、
種
子
と
も

に
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
お
し
ゃ
れ

で
す
。
ぜ
ひ
一
度
、
足
を
運

ん
で
み
て
下
さ
い
。

　

板
碑
と
い
う
名
称
は
江
戸

時
代
に
慣
用
語
と
し
て
用
い

ら
れ
、
薄
い
板
状
の
石
碑
や

墓
碑
と
い
う
意
味
か
ら
呼
称

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

で
は
、
板
碑
と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と

で
す
が
、
単
刀
直
入
に
言
い

ま
す
と
ズ
バ
リ
石
で
作
っ
た

卒
塔
婆
（
仏
塔
）
で
す
。

　

板
碑
は
塔
身（
主
要
位
置
）

輪
塔
や
宝
塔
、
宝
篋
印
塔
の

仏
塔
思
想･

本
質
と
全
く
同

一
と
言
え
ま
す
。

　

違
い
を
あ
え
て
言
え
ば
、

五
輪
塔
や
宝
塔
は
大
日
如
来

の
三
昧
耶
形
（
シ
ン
ボ
ル
）、

宝
篋
印
塔
も
法
舎
利（
経
典
）

を
納
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
仏

の
功
徳
聚
そ
の
も
の
で
あ

り
、
塔
形
自
体
に
意
味
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
板

碑
は
、
塔
形
よ
り
も
造
立
者

が
塔
身
に
主
尊
を
安
置
供
養

す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、五
輪
塔
や
宝
塔
、

宝
篋
印
塔
な
ど
の
塔
形
は
４

方
か
ら
礼
拝
で
き
る
立
体
形

に
対
し
て
、
板
碑
の
場
合
は

正
面
の
み
の
平
面
形
に
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
他

の
石
塔
よ
り
加
工
を
容
易
に

し
、
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時

代
に
か
け
て
供
養
塔
や
逆
修

塔
と
し
て
全
国
に
普
及
し
て

い
き
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
死
者
を
埋
葬

し
、
追
善
供
養
を
す
る
た
め

に
造
塔
さ
れ
た
お
墓
の
例
も

あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
こ
で

最
も
重
要
な
こ
と
は
、
お
墓

と
し
て
造
塔
さ
れ
た
板
碑

は
、『
主
尊
を
安
置
供
養
す

る
こ
と
で
得
ら
れ
る
功
徳
に

よ
っ
て
、
死
者
も
生
者
も
幸

せ
と
利
益
が
約
束
さ
れ
る
』

と
い
う
確
固
た
る
仏
塔
思
想

・
本
質
が
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
江
戸
時
代
以
降

は
、
今
ま
で
板
碑
の
シ
ン
ボ

ル
で
あ
っ
た
種
子
な
ど
が
小

さ
く
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は

省
略
さ
れ
た
り
し
ま
す
。
そ

し
て
、
そ
の
代
わ
り
に
板
碑

の
中
心
部
に
は
戒
名
が
彫
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
、
主
尊
を

供
養
す
る
仏
塔
と
し
て
の
板

碑
は
墓
標･

墓
碑
へ
と
変
化

を
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
中
世
の
板
碑
と
江

戸
時
代
以
降
の
板
碑
（
墓
標

･

墓
碑
）
と
は
、
区
別
し
て

考
え
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ

ん
。
ま
た
、
仏
塔
と
し
て
の

五
輪
塔
や
宝
塔
、
宝
篋
印
塔

に
も
、
江
戸
時
代
以
降
は
板

碑
と
同
様
に
墓
標･

墓
碑
へ

と
変
化
を
し
て
い
く
傾
向
が

見
ら
れ
ま
す
。

　
「
で
も
、
故
人
の
戒
名
や

家
名
を
彫
刻
し
て
供
養
す
る

の
だ
か
ら
何
が
違
う
の
？
」

と
言
わ
れ
れ
ば
、
そ
の
通
り

で
間
違
い
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
造
立
者
側
が
故
人
の
冥

福
を
祈
る
た
め
、
戒
名
や
家

名
を
彫
刻
し
て
供
養
す
る
こ

と
は
、
ご
く
自
然
の
流
れ
だ

と
思
い
ま
す
。

　

前
回
も
お
伝
え
し
ま
し
た

が
、
時
代
の
流
れ
と
と
も
に

お
墓
の
形
も
変
化
し
続
け
る

こ
と
は
当
た
り
前
の
こ
と
で

あ
り
、
形
の
変
化
に
正
否
は

あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
い
つ

も
私
が
お
墓
作
り
に
対
し
て

危
惧
す
る
こ
と
は
、
ル
ー
ル

の
よ
う
な
も
の
が
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
。
い
く
ら
時
代

の
流
れ
と
と
も
に
変
化
す
る

と
い
っ
て
も
、
何
で
も
あ
り

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
思

い
ま
す
。「
あ
な
た
の
思
い

を
形
に
」
な
ど
と
奇
抜
な
形

の
デ
ザ
イ
ン
墓
を
作
り
、
さ

ら
に
「
墓
石
に
刻
む
文
字
は

自
由
」
と
い
う
こ
と
で
、
何

で
も
彫
刻
し
て
良
い
の
で

し
ょ
う
か
？
も
ち
ろ
ん
正
否

な
ん
て
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ

こ
ま
で
い
く
と
仏
塔
思
想
・

本
質
と
い
う
ル
ー
ル
は
欠
如

し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

改
め
て
、
今
一
度
、
日
本

人
の
お
墓
の
本
質
を
見
つ
め

直
し
て
い
く
と
き
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
石
造
美
術
オ

タ
ク
の
ひ
と
り
言
で
し
た
。

　

弊
紙
連
載
『
お
し
え
て

お
墓
の
話 

石
造
美
術
オ
タ

ク
の
ひ
と
り
言
』
で
お
馴

染
み
の
高
橋
晋
也
氏
（
44

歳
）
を
中
心
に
設
立
さ
れ

た
『
翼
塾
』
で
は
去
る
８

月
28
・
29
日
の
二
日
間
、

香
川
県
・
庵
治
産
地
に
お

い
て
第
２
回
翼
塾
を
開
催

し
た
。

　

今
回
も
東
北
、
関
東
、

中
部
、
関
西
、
四
国
、
九

州
な
ど
か
ら
計
14
名
が
参

加
。
初
日
は
故
小
畠
宏
允

氏
が
月
刊
石
材
に
連
載
し

た
『
日
本
人
に
と
っ
て
お

墓
と
は
何
か
』
を
参
加
者

全
員
で
読
み
解
い
て
い
こ

う
と
い
う
試
み
を
開
催
。

そ
の
後
、
庵
治
石
の
採
掘

場
（
中
谷
商
事
㈱
丁
場
）

を
見
学
。
夜
の
懇
親
会
で

は
、
参
加
者
同
士
で
様
々

な
意
見
・
情
報
交
換
が
な

さ
れ
て
い
た
。

　

翌
日
の
午
前
中
は
仏
教

日
本
人
の
お
墓
の
本
質
を
学
ぶ『
翼
塾
』

第
２
回
翼
塾
を
庵
治
産
地
で
開
催

墓
塔
研
究
会
・
会
長
の
福

原
堂
礎
氏
が
講
演
。
午
後

か
ら
は
参
加
者
か
ら
の
お

墓
に
つ
い
て
の
質
問
に
福

原
氏
が
答
え
る
質
疑
応
答

が
行
な
わ
れ
た
。
４
時
間

に
わ
た
っ
て
様
々
な
質
問

に
即
座
に
答
え
る
福
原
氏

の
知
識
と
経
験
の
深
さ
に

参
加
者
も
熱
心
に
耳
を
傾

け
て
お
り
、
高
い
満
足
度

が
感
じ
ら
れ
た
企
画
と

な
っ
て
い
た
。

福原堂礎氏と一緒に記念撮影 『日本人にとってお墓とは何か』を熱心に読み解く参加者の方々

に
題
目
や
名

号
、
種
子
、
像

容
、
塔
形
な
ど

を
配
し
、
主
尊

を
供
養
す
る
こ

と
を
目
的
と
し

て
造
塔
さ
れ
ま

す
。
こ
の
造
塔

供
養
に
よ
っ
て

得
ら
れ
る
功
徳

を
死
者
に
廻
向

し
、
造
立
者
自

身
も
現
世
利
益

（
神
仏
の
恩
恵

や
信
仰
の
功
徳

が
、
現
世
に
お

け
る
願
望
の
実

現
と
し
て
達
成

さ
れ
る
こ
と
）

に
あ
ず
か
る
こ

と
が
で
き
ま

す
。
こ
れ
は
五

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』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。

④
板 

碑
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