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石
造
層
塔
と
言
え
ば
、
ど

の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
お
持

ち
で
し
ょ
う
か
？
ど
ち
ら
か

と
言
え
ば
庭
の
添
景
物
の
イ

メ
ー
ジ
が
強
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
層

塔
は
歴れ

っ
き

と
し
た
「
仏
塔
」
で

あ
り
信
仰
の
対
象
物
そ
の
も

の
で
す
。
茶
の
湯
が
盛
ん
に

な
り
、
石
灯
籠
と
と
も
に
庭

の
添
景
物
と
し
て
取
り
入
れ

ら
れ
た
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

　

在
銘
最
古
の
石
造
層
塔

は
、
奈
良
時
代
後
期 

天
平

勝
宝
三
年
（
７
５
１
年
）
の

奈
良
県
高
市
郡
明
日
香
村
の

『
竜
福
寺
層
塔
』で
す
。ま
た
、

滋
賀
県
東
近
江
市
石
塔
町
の

『
石
塔
寺
三
重
層
塔
』
は
、

無
銘
で
は
あ
り
ま
す
が
奈
良

時
代
前
期
の
作
と
さ
れ
、
現

存
す
る
最
古
の
石
造
塔
で
あ

り
、
石
造
三
重
塔
と
し
て
は

日
本
最
大
（
高
さ
約
7.5
メ
ー

ト
ル
）
と
な
り
ま
す
。
さ
ら

　

こ
ん
に
ち
は
、
㈲
翼
石
材･

企
画
室
の
高
橋
で
す
。
今
回
は
「
層

塔
」
に
つ
い
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

安養寺跡五重塔（国重要文化財）
　今回ご紹介する層塔は、滋賀県近江八幡市に
ある鎌倉時代中期 寛元四年（1246年）の安養寺
跡五重塔です。基礎は輪郭を巻き、格狭間は見
事な鎌倉式で、三茎蓮華を刻出しています。初
重軸部は幅に対して高さがやや高く古調を示し、
各面に舟形光背を彫りくぼめ、蓮華座上に顕教
四方仏を厚肉彫りで刻出しています。相輪は一部
が欠損して補修されています。また、紀年銘から
この塔が近江式装飾文様の最古の資料として貴
重な遺品と言えます。高さ417.5㎝、花崗岩製。

に
、
こ
の
塔
を
数
千
の
五
輪

塔
が
取
り
囲
ん
で
い
る
姿
は

圧
巻
の
見
応
え
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
日
本
最
大
の

石
造
層
塔
は
、
鎌
倉
時
代
中

期 

弘
安
九
年
（
１
２
８
６

年
）
の
京
都
府
宇
治
市
宇
治

塔
川
の
『
宇
治
浮
島
十
三
重

石
塔
』（
高
さ
約
15
メ
ー
ト

ル
）
と
な
り
ま
す
。
ぜ
ひ
と

も
、
併
せ
て
足
を
運
ん
で
い

た
だ
き
た
い
場
所
で
す
。

　

は
じ
め
に
層
塔
の
形
式
に

つ
い
て
説
明
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
一
般
的
な
構
成
は

基
礎
の
上
に
初
重
軸
部
（
塔と

う

身し
ん

）
を
置
き
、
そ
の
上
に
屋

根
と
軸
を
積
み
重
ね
、
最
上

層
屋
根
の
露ろ

盤ば
ん

上
に
相
輪
を

の
せ
ま
す
。
相
輪
は
九
輪
の

上
に
水す

い

煙え
ん

を
設
け
る
も
の
も

あ
り
ま
す
。屋
根
の
層
数
は
、

三
・
五
・
七
・
九
・
十
三
重

の
も
の
が
あ
り
、
重
な
り
は

必
ず
奇
数
と
な
り
ま
す
。
ま

た
、
塔
の
平
面
は
ほ
と
ん
ど

が
方
形
で
す
が
、
奈
良
時
代

後
期
の
奈
良
県
奈
良
市
長
谷

町
の『
塔
の
森
十
三
重
層
塔
』

は
め
ず
ら
し
い
六
角
形
を
し

た
層
塔
で
す
。

　

で
は
、
そ
も
そ
も
ど
の
よ

う
な
塔
な
の
か
と
い
う
こ
と

で
す
が
、
石
造
層
塔
は
飛
鳥

時
代
か
ら
伝
統
を
持
つ
木
造

建
築
の
層
塔
を
模
し
た
も
の

で
あ
り
、
木
造
塔
は
仏
舎
利

の
奉
安
を
目
的
と
し
て
造
塔

さ
れ
ま
し
た
。
ご
存
じ
の
通

り
仏
舎
利
と
は
仏
教
の
創
始

者
釈
尊
の
遺
骨
で
あ
り
、
イ

ン
ド
で
は
、
そ
の
遺
骨
を
納

め
た
饅
頭
型
の
お
墓
を
「
ス

ト
ゥ
ー
パ
」
と
呼
び
、
日
本

で
は
「
仏
塔
」
と
呼
び
ま
す
。

そ
し
て
釈
尊
の
遺
骨
（
仏
舎

利
）
は
功く

徳ど
く

聚じ
ゅ

（
功
徳
の
あ

つ
ま
り
）
で
す
か
ら
、
ス

ト
ゥ
ー
パ
・
仏
塔
（
仏
舎
利
）

を
礼
拝
供
養
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
釈
尊
の
功
徳
が
廻え

向こ
う

（
功
徳
を
他
に
廻
ら
し
向
け

る
）
さ
れ
、
死
者
も
生
者
も

利
益
と
幸
せ
が
約
束
さ
れ
ま

す
。

　

な
お
、
時
代
が
下
る
に
つ

れ
て
、
塔
は
仏ぶ

つ

龕が
ん

や
厨ず

子し

の

よ
う
に
、
仏
像
（
大
日
如
来

や
阿
弥
陀
如
来
、
観
音
菩
薩

な
ど
の
理
仏
）
や
経
典
（
仏

舎
利
と
同
一
と
説
か
れ
た
法

舎
利
）
を
安
置
す
る
よ
う
に

な
り
、
石
造
層
塔
も
初
重
軸

部
（
塔
身
）
の
表
面
に
、
仏

の
像
容
や
梵
字
の
種
子
が
彫

刻
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
塔

内
に
は
仏
舎
利
や
経
典
、
水

晶
五
輪
塔
、
金
銅
製
の
仏
像

な
ど
が
納
め
ら
れ
て
い
る
例

も
あ
り
ま
す
。

　

い
か
が
で
し
ょ
う
か
�

『
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
・
宝
篋
印
塔
・
宝
塔

・
板
碑
の
仏
塔
思
想
・
本
質

と
何
一
つ
変
わ
り
ま
せ
ん
。

仏
教
の
善
根
功
徳
（
よ
い
報

い
を
受
け
る
べ
き
因
と
し
て

勘
違
い
さ
れ
て
は
困
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
前
回
の
『
お

し
え
て
お
墓
の
話 

石
造
美

術
オ
タ
ク
の
ひ
と
り
言
④
板

碑
』
で
も
述
べ
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
が
、
江
戸
時
代

以
降
の
仏
塔
は
、
墓
標
・
墓

碑
へ
と
変
化
を
し
て
い
き
ま

す
。
で
は
何
が
変
化
を
し
た

の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

そ
れ
は
現
代
の
お
墓
は
仏
舎

利
・
仏
像
・
法
舎
利
（
写
経
）

と
は
無
縁
に
な
っ
て
し
ま
い
、

仏
塔
・
石
塔
と
は
ほ
ど
遠
い

存
在
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
も
と
も
と
仏

塔
と
は
前
述
の
通
り
功
徳
聚

で
す
か
ら
、
そ
の
功
徳
を
廻

向
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
死
者

と
生
者
に
利
益
と
幸
せ
（
救

済
）が
約
束
さ
れ
る
の
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
何
度
も
申
し
上

げ
て
い
ま
す
が
、
時
代
の
流

れ
と
と
も
に
人
々
の
考
え
方

や
世
の
中
の
常
識
が
変
わ
り
、

葬
送
文
化
が
変
化
し
て
い
く

こ
と
は
ご
く
自
然
な
こ
と
で

正
否
な
ん
て
あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
、
私
が
い
つ
も
思
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は

仏
教
公
伝
以
来
、
仏
塔
は
日

本
全
国
に
造
塔
さ
れ
今
日
で

も
多
く
の
遺
品
が
残
さ
れ
て

い
ま
す
。
誰
の
た
め
に
建
て

た
の
か
、
今
と
な
っ
て
は
分

か
り
ま
せ
ん
。
で
も
な
ぜ
か

見
ず
知
ら
ず
の
お
墓
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
こ
で
眠
る
人

の
た
め
に
そ
っ
と
手
を
合
わ

せ
た
く
な
る
お
墓
、
そ
れ
が

中
世
の
石
造
物
で
す
。
だ
か

ら
、
私
も
そ
ん
な
石
塔
に
習

い
、
石
の
寿
命
が
仮
に
千
年

な
ら
千
年
先
ま
で
そ
の
時
代

の
人
々
に
大
切
に
し
て
も
ら

え
る
お
墓
作
り
を
し
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
石
造
美
術

オ
タ
ク
の
ひ
と
り
言
で
し
た
。

関
西
、
四
国
、
九
州
な
ど

か
ら
会
員
が
参
加
。
初
日

は
、
今
治
市
大
三
島
町
の

大
山
祇
神
社
宝
篋
印
塔
の

見
学
か
ら
始
ま
り
、
大
島

石
材
工
業
㈱
制
作
の
五
輪

塔
、
大
島
石
の
丁
場
等
を

見
学
。
そ
の
後
、
大
島
石

材
工
業
㈱
代
表
取
締
役
・

小
田
満
弘
氏
に
よ
る
講
演

会
を
開
催
。
夜
の
懇
親
会

で
は
小
田
氏
も
参
加
し
て

様
々
な
意
見
・
情
報
交
換

日
本
人
の
お
墓
の
本
質
を
学
ぶ『
翼
塾
』

第
３
回
翼
塾
「
愛
媛
県
石
造
美
術
現
地
研
修
」
開
催

が
な
さ
れ
て
い
た
。

　

二
日
目
は
、
鎌
倉
時
代

の
作
を
中
心
に
今
治
市
、

西
条
市
に
あ
る
９
つ
の
石

造
物
を
見
学
。
ほ
と
ん
ど

の
石
造
物
が
重
要
文
化
財

で
あ
る
が
、
の
ど
か
な
田

園
風
景
の
中
や
道
を
一
本

入
っ
た
中
に
建
立
さ
れ
て

い
る
な
ど
、
古
く
か
ら
石

造
美
術
の
文
化
が
地
域
に

根
づ
い
て
い
る
こ
と
を
実

感
し
た
研
修
で
も
あ
っ
た
。小田満弘氏と一緒に記念撮影 小田満弘氏による講演会の様子

　

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
昨
年
12
月
５
・
６

日
の
二
日
間
、
第
３
回

翼
塾
「
愛
媛
県
石
造
美

術
現
地
研
修
」
を
開
催

し
た
。 　

　
今
回
も
東
北
、
中
部
、

の
善
行
）
は
造
塔
・

造
仏
・
写
経
を
す
る

こ
と
で
あ
り
、
仏
塔

を
造
塔
し
、
仏
像
や

写
経
を
安
置･

奉
安

し
て
礼
拝
供
養
を
す

れ
ば
、
死
者
も
生
者

も
利
益
と
幸
せ
（
救

済
）
が
約
束
さ
れ
ま

す
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で

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、昨年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。

⑤
層
塔

　日本石材産業協会の採石原石部会ならびに
加工部会では3月6日㈬・7日㈭の二日間（一泊
二日）、国産材墓石販売に役立つ知識・情報を
習得できる「国産銘石アドバイザー研修」を企画
しており、現在、石材業者を対象に広く参加を募
集しています。 
　この研修は実際に採石・加工の現場等を体感
すると共に、幅広い知識・情報を習得すること
で、国産材墓石販売における営業・接客時の説
得力を高める「販促支援」を目指して行なわれる
もの。小売石材店だけでなく、石材加工メー
カー・卸業者・関連業者など、石材業者なら誰で
も参加できるようになっています。
 　第3回となる今回は「瀬戸内編その2」として
岡山県産「備中青みかげ」・「万成石」産地を巡
る研修ツアーが企画されており、研修後、参加者

最
強
の
営
業
マ
ン
を
育
て
る

3月6日㈬
12：00 JR新倉敷駅（北口）集合
 ／バスで移動
13：00 曹洞宗舟木山洞松寺
 見学・坐禅体験
14：00 矢掛の歴史建造物見学
15：00 備中青みかげ
 採石場・工場・製品見学
16：30 座学講習
17：00 修了テスト
18：00 懇親会

3月7日㈭
8：00 大原美術館正面集合
8：10 倉敷美観地区の
 歴史的石造物見学
9：40 万成石
 採石場・工場・墓地見学
12：00 万成石の石造物見学
12：30 昼食
13：30 座学講習
14：00 修了テスト
15：00 研修終了／解散（岡山駅）

には研修に参加し、知識を習得した証となる「修
了証」が発行されます（研修は今後も全国各地
の採石場で開催予定）。 
　参加費は1万7000円（消費税ならびに初日の
懇親会費・二日目の昼食代込／宿泊は各自負
担）、定員50名。日本石材産業協会ホームペー
ジにて詳しい案内・申込書も掲載されており、ぜ
ひ協会ホームページをご覧ください。

（修了テストあり）

知識の証明として営業に役立つ！

修了証発行
さ
ら
に

さ
ら
に

こ
ち
ら
の

Q
R
コ
ー
ド
か
ら
も

チ
ェ
ッ
ク
で
き
ま
す▶

採石・原石部会　鶴田 加工部会　大川

お
気
軽
に

お
問
い
合
わ
せ
を
！

お
気
軽
に

お
問
い
合
わ
せ
を
！

会
員
外
の
方
も

参
加
で
き
ま
す
！

会
員
外
の
方
も

参
加
で
き
ま
す
！

「備中青みかげ＆万成石」
国産銘石アドバイザー研修国産銘石アドバイザー研修

産地を
巡る

瀬戸内編
その2

第
3
回

３月６日（水）７日（木）
定員50名（先着順）

参加者募集中！

研修スケジュール

詳細・お問い合わせ・お申し込みはホームページをご覧ください

http://www.japan-stone.org
一般社団法人 日本石材産業協会

E-mail：office@japan-stone.org〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-9 日計ビル2階
Tel：03-3251-7671 Fax：03-3251-7681

参加ポイント！
①現場を見て正しい知識を得る
②高級物件で売上を伸ばす
③国産材の売り方がわかる

日 本 石 材 工 業 新 聞平成　 年　 月　 日 第三種郵便物承認　　　第　　　号 （　）4
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石
造
層
塔
と
言
え
ば
、
ど

の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
お
持

ち
で
し
ょ
う
か
？
ど
ち
ら
か

と
言
え
ば
庭
の
添
景
物
の
イ

メ
ー
ジ
が
強
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
層

塔
は
歴れ

っ
き

と
し
た
「
仏
塔
」
で

あ
り
信
仰
の
対
象
物
そ
の
も

の
で
す
。
茶
の
湯
が
盛
ん
に

な
り
、
石
灯
籠
と
と
も
に
庭

の
添
景
物
と
し
て
取
り
入
れ

ら
れ
た
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

　

在
銘
最
古
の
石
造
層
塔

は
、
奈
良
時
代
後
期 

天
平

勝
宝
三
年
（
７
５
１
年
）
の

奈
良
県
高
市
郡
明
日
香
村
の

『
竜
福
寺
層
塔
』で
す
。ま
た
、

滋
賀
県
東
近
江
市
石
塔
町
の

『
石
塔
寺
三
重
層
塔
』
は
、

無
銘
で
は
あ
り
ま
す
が
奈
良

時
代
前
期
の
作
と
さ
れ
、
現

存
す
る
最
古
の
石
造
塔
で
あ

り
、
石
造
三
重
塔
と
し
て
は

日
本
最
大
（
高
さ
約
7.5
メ
ー

ト
ル
）
と
な
り
ま
す
。
さ
ら

　

こ
ん
に
ち
は
、
㈲
翼
石
材･

企
画
室
の
高
橋
で
す
。
今
回
は
「
層

塔
」
に
つ
い
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

安養寺跡五重塔（国重要文化財）
　今回ご紹介する層塔は、滋賀県近江八幡市に
ある鎌倉時代中期 寛元四年（1246年）の安養寺
跡五重塔です。基礎は輪郭を巻き、格狭間は見
事な鎌倉式で、三茎蓮華を刻出しています。初
重軸部は幅に対して高さがやや高く古調を示し、
各面に舟形光背を彫りくぼめ、蓮華座上に顕教
四方仏を厚肉彫りで刻出しています。相輪は一部
が欠損して補修されています。また、紀年銘から
この塔が近江式装飾文様の最古の資料として貴
重な遺品と言えます。高さ417.5㎝、花崗岩製。

に
、
こ
の
塔
を
数
千
の
五
輪

塔
が
取
り
囲
ん
で
い
る
姿
は

圧
巻
の
見
応
え
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
日
本
最
大
の

石
造
層
塔
は
、
鎌
倉
時
代
中

期 

弘
安
九
年
（
１
２
８
６

年
）
の
京
都
府
宇
治
市
宇
治

塔
川
の
『
宇
治
浮
島
十
三
重

石
塔
』（
高
さ
約
15
メ
ー
ト

ル
）
と
な
り
ま
す
。
ぜ
ひ
と

も
、
併
せ
て
足
を
運
ん
で
い

た
だ
き
た
い
場
所
で
す
。

　

は
じ
め
に
層
塔
の
形
式
に

つ
い
て
説
明
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
一
般
的
な
構
成
は

基
礎
の
上
に
初
重
軸
部
（
塔と

う

身し
ん

）
を
置
き
、
そ
の
上
に
屋

根
と
軸
を
積
み
重
ね
、
最
上

層
屋
根
の
露ろ

盤ば
ん

上
に
相
輪
を

の
せ
ま
す
。
相
輪
は
九
輪
の

上
に
水す

い

煙え
ん

を
設
け
る
も
の
も

あ
り
ま
す
。屋
根
の
層
数
は
、

三
・
五
・
七
・
九
・
十
三
重

の
も
の
が
あ
り
、
重
な
り
は

必
ず
奇
数
と
な
り
ま
す
。
ま

た
、
塔
の
平
面
は
ほ
と
ん
ど

が
方
形
で
す
が
、
奈
良
時
代

後
期
の
奈
良
県
奈
良
市
長
谷

町
の『
塔
の
森
十
三
重
層
塔
』

は
め
ず
ら
し
い
六
角
形
を
し

た
層
塔
で
す
。

　

で
は
、
そ
も
そ
も
ど
の
よ

う
な
塔
な
の
か
と
い
う
こ
と

で
す
が
、
石
造
層
塔
は
飛
鳥

時
代
か
ら
伝
統
を
持
つ
木
造

建
築
の
層
塔
を
模
し
た
も
の

で
あ
り
、
木
造
塔
は
仏
舎
利

の
奉
安
を
目
的
と
し
て
造
塔

さ
れ
ま
し
た
。
ご
存
じ
の
通

り
仏
舎
利
と
は
仏
教
の
創
始

者
釈
尊
の
遺
骨
で
あ
り
、
イ

ン
ド
で
は
、
そ
の
遺
骨
を
納

め
た
饅
頭
型
の
お
墓
を
「
ス

ト
ゥ
ー
パ
」
と
呼
び
、
日
本

で
は
「
仏
塔
」
と
呼
び
ま
す
。

そ
し
て
釈
尊
の
遺
骨
（
仏
舎

利
）
は
功く

徳ど
く

聚じ
ゅ

（
功
徳
の
あ

つ
ま
り
）
で
す
か
ら
、
ス

ト
ゥ
ー
パ
・
仏
塔
（
仏
舎
利
）

を
礼
拝
供
養
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
釈
尊
の
功
徳
が
廻え

向こ
う

（
功
徳
を
他
に
廻
ら
し
向
け

る
）
さ
れ
、
死
者
も
生
者
も

利
益
と
幸
せ
が
約
束
さ
れ
ま

す
。

　

な
お
、
時
代
が
下
る
に
つ

れ
て
、
塔
は
仏ぶ

つ

龕が
ん

や
厨ず

子し

の

よ
う
に
、
仏
像
（
大
日
如
来

や
阿
弥
陀
如
来
、
観
音
菩
薩

な
ど
の
理
仏
）
や
経
典
（
仏

舎
利
と
同
一
と
説
か
れ
た
法

舎
利
）
を
安
置
す
る
よ
う
に

な
り
、
石
造
層
塔
も
初
重
軸

部
（
塔
身
）
の
表
面
に
、
仏

の
像
容
や
梵
字
の
種
子
が
彫

刻
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
塔

内
に
は
仏
舎
利
や
経
典
、
水

晶
五
輪
塔
、
金
銅
製
の
仏
像

な
ど
が
納
め
ら
れ
て
い
る
例

も
あ
り
ま
す
。

　

い
か
が
で
し
ょ
う
か
�

『
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
・
宝
篋
印
塔
・
宝
塔

・
板
碑
の
仏
塔
思
想
・
本
質

と
何
一
つ
変
わ
り
ま
せ
ん
。

仏
教
の
善
根
功
徳
（
よ
い
報

い
を
受
け
る
べ
き
因
と
し
て

勘
違
い
さ
れ
て
は
困
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
前
回
の
『
お

し
え
て
お
墓
の
話 

石
造
美

術
オ
タ
ク
の
ひ
と
り
言
④
板

碑
』
で
も
述
べ
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
が
、
江
戸
時
代

以
降
の
仏
塔
は
、
墓
標
・
墓

碑
へ
と
変
化
を
し
て
い
き
ま

す
。
で
は
何
が
変
化
を
し
た

の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

そ
れ
は
現
代
の
お
墓
は
仏
舎

利
・
仏
像
・
法
舎
利
（
写
経
）

と
は
無
縁
に
な
っ
て
し
ま
い
、

仏
塔
・
石
塔
と
は
ほ
ど
遠
い

存
在
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
も
と
も
と
仏

塔
と
は
前
述
の
通
り
功
徳
聚

で
す
か
ら
、
そ
の
功
徳
を
廻

向
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
死
者

と
生
者
に
利
益
と
幸
せ
（
救

済
）が
約
束
さ
れ
る
の
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
何
度
も
申
し
上

げ
て
い
ま
す
が
、
時
代
の
流

れ
と
と
も
に
人
々
の
考
え
方

や
世
の
中
の
常
識
が
変
わ
り
、

葬
送
文
化
が
変
化
し
て
い
く

こ
と
は
ご
く
自
然
な
こ
と
で

正
否
な
ん
て
あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
、
私
が
い
つ
も
思
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は

仏
教
公
伝
以
来
、
仏
塔
は
日

本
全
国
に
造
塔
さ
れ
今
日
で

も
多
く
の
遺
品
が
残
さ
れ
て

い
ま
す
。
誰
の
た
め
に
建
て

た
の
か
、
今
と
な
っ
て
は
分

か
り
ま
せ
ん
。
で
も
な
ぜ
か

見
ず
知
ら
ず
の
お
墓
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
こ
で
眠
る
人

の
た
め
に
そ
っ
と
手
を
合
わ

せ
た
く
な
る
お
墓
、
そ
れ
が

中
世
の
石
造
物
で
す
。
だ
か

ら
、
私
も
そ
ん
な
石
塔
に
習

い
、
石
の
寿
命
が
仮
に
千
年

な
ら
千
年
先
ま
で
そ
の
時
代

の
人
々
に
大
切
に
し
て
も
ら

え
る
お
墓
作
り
を
し
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
石
造
美
術

オ
タ
ク
の
ひ
と
り
言
で
し
た
。

関
西
、
四
国
、
九
州
な
ど

か
ら
会
員
が
参
加
。
初
日

は
、
今
治
市
大
三
島
町
の

大
山
祇
神
社
宝
篋
印
塔
の

見
学
か
ら
始
ま
り
、
大
島

石
材
工
業
㈱
制
作
の
五
輪

塔
、
大
島
石
の
丁
場
等
を

見
学
。
そ
の
後
、
大
島
石

材
工
業
㈱
代
表
取
締
役
・

小
田
満
弘
氏
に
よ
る
講
演

会
を
開
催
。
夜
の
懇
親
会

で
は
小
田
氏
も
参
加
し
て

様
々
な
意
見
・
情
報
交
換

日
本
人
の
お
墓
の
本
質
を
学
ぶ『
翼
塾
』

第
３
回
翼
塾
「
愛
媛
県
石
造
美
術
現
地
研
修
」
開
催

が
な
さ
れ
て
い
た
。

　

二
日
目
は
、
鎌
倉
時
代

の
作
を
中
心
に
今
治
市
、

西
条
市
に
あ
る
９
つ
の
石

造
物
を
見
学
。
ほ
と
ん
ど

の
石
造
物
が
重
要
文
化
財

で
あ
る
が
、
の
ど
か
な
田

園
風
景
の
中
や
道
を
一
本

入
っ
た
中
に
建
立
さ
れ
て

い
る
な
ど
、
古
く
か
ら
石

造
美
術
の
文
化
が
地
域
に

根
づ
い
て
い
る
こ
と
を
実

感
し
た
研
修
で
も
あ
っ
た
。小田満弘氏と一緒に記念撮影 小田満弘氏による講演会の様子

　

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
昨
年
12
月
５
・
６

日
の
二
日
間
、
第
３
回

翼
塾
「
愛
媛
県
石
造
美

術
現
地
研
修
」
を
開
催

し
た
。 　

　
今
回
も
東
北
、
中
部
、

の
善
行
）
は
造
塔
・

造
仏
・
写
経
を
す
る

こ
と
で
あ
り
、
仏
塔

を
造
塔
し
、
仏
像
や

写
経
を
安
置･

奉
安

し
て
礼
拝
供
養
を
す

れ
ば
、
死
者
も
生
者

も
利
益
と
幸
せ
（
救

済
）
が
約
束
さ
れ
ま

す
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で

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、昨年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。

⑤
層
塔

　日本石材産業協会の採石原石部会ならびに
加工部会では3月6日㈬・7日㈭の二日間（一泊
二日）、国産材墓石販売に役立つ知識・情報を
習得できる「国産銘石アドバイザー研修」を企画
しており、現在、石材業者を対象に広く参加を募
集しています。 
　この研修は実際に採石・加工の現場等を体感
すると共に、幅広い知識・情報を習得すること
で、国産材墓石販売における営業・接客時の説
得力を高める「販促支援」を目指して行なわれる
もの。小売石材店だけでなく、石材加工メー
カー・卸業者・関連業者など、石材業者なら誰で
も参加できるようになっています。
 　第3回となる今回は「瀬戸内編その2」として
岡山県産「備中青みかげ」・「万成石」産地を巡
る研修ツアーが企画されており、研修後、参加者

最
強
の
営
業
マ
ン
を
育
て
る

3月6日㈬
12：00 JR新倉敷駅（北口）集合
 ／バスで移動
13：00 曹洞宗舟木山洞松寺
 見学・坐禅体験
14：00 矢掛の歴史建造物見学
15：00 備中青みかげ
 採石場・工場・製品見学
16：30 座学講習
17：00 修了テスト
18：00 懇親会

3月7日㈭
8：00 大原美術館正面集合
8：10 倉敷美観地区の
 歴史的石造物見学
9：40 万成石
 採石場・工場・墓地見学
12：00 万成石の石造物見学
12：30 昼食
13：30 座学講習
14：00 修了テスト
15：00 研修終了／解散（岡山駅）

には研修に参加し、知識を習得した証となる「修
了証」が発行されます（研修は今後も全国各地
の採石場で開催予定）。 
　参加費は1万7000円（消費税ならびに初日の
懇親会費・二日目の昼食代込／宿泊は各自負
担）、定員50名。日本石材産業協会ホームペー
ジにて詳しい案内・申込書も掲載されており、ぜ
ひ協会ホームページをご覧ください。

（修了テストあり）

知識の証明として営業に役立つ！

修了証発行
さ
ら
に

さ
ら
に

こ
ち
ら
の

Q
R
コ
ー
ド
か
ら
も

チ
ェ
ッ
ク
で
き
ま
す▶

採石・原石部会　鶴田 加工部会　大川

お
気
軽
に

お
問
い
合
わ
せ
を
！

お
気
軽
に

お
問
い
合
わ
せ
を
！

会
員
外
の
方
も

参
加
で
き
ま
す
！

会
員
外
の
方
も

参
加
で
き
ま
す
！

「備中青みかげ＆万成石」
国産銘石アドバイザー研修国産銘石アドバイザー研修

産地を
巡る

瀬戸内編
その2

第
3
回

３月６日（水）７日（木）
定員50名（先着順）

参加者募集中！

研修スケジュール

詳細・お問い合わせ・お申し込みはホームページをご覧ください

http://www.japan-stone.org
一般社団法人 日本石材産業協会

E-mail：office@japan-stone.org〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-9 日計ビル2階
Tel：03-3251-7671 Fax：03-3251-7681

参加ポイント！
①現場を見て正しい知識を得る
②高級物件で売上を伸ばす
③国産材の売り方がわかる
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