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角
柱
塔
と
は
、
今
日
最
も

多
く
建
立
さ
れ
て
い
る
和
型

や
和
墓
と
い
わ
れ
る
石
塔
で

あ
り
、
墓
地
へ
行
け
ば
必
ず

と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
目
に
し

ま
す
。

　

仏
教
考
古
学
者
の
石
田
茂

作
先
生
は
『
日
本
仏
塔
』（
講

談
社
）
の
中
で
岡
山
県
赤
磐

市
の
千
光
寺
暦
応
三
年
在
銘

の
角
柱
塔
（
形
式
は
方
柱
形

の
頂
部
に
四
角
錐
状
を
つ
く

り
、
頭
部
に
横
二
条
線
を
切

り
込
ん
だ
も
の
で
板
碑
形
を

立
体
的
に
し
た
形
）
を
紹
介

し
、「
こ
こ
に
お
い
て
内
容

外
観
共
に
ふ
さ
わ
し
い
仏
塔

の
新
種
が
誕
生
し
た
と
い
え

　

こ
ん
に
ち
は
、㈲
翼
石
材･

企
画
室
の
高
橋
で
す
。
今
回
は
「
角

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

人名墓（香川県丸亀市本島）
　今回ご紹介するのは17世紀初頭に造立された人名（にんみょう）墓と呼ば
れる大型で特異な墓標です。人名とは豊臣秀吉の時代に塩飽諸島（瀬戸内
海に浮かぶ諸島）1250石の領有を許された650人の船方の呼び名であり、
人名墓は塩飽島民の墓であることが理解できます。この墓標の多くが1627
年に造立された逆修塔であることから、計画的に造立されたシンボル的な性
格の墓標と指摘されています。特徴は多くが竿高300cm前後を測り大型であ
り、また、中世板碑の要素と、近世墓標の要素が認められ、中世から近世
への過渡的な性格を有しています。

る
。」
と
、
述
べ
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
現
在
の
角
柱
塔
と

の
直
接
的
な
影
響
が
あ
っ
た

か
定
か
で
は
な
く
、
学
術
的

に
は
板
碑
型
が
角
柱
塔
の
祖

型
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
板

碑
か
ら
墓
標
・
石
碑
（
和
型

・
和
墓
）
へ
の
転
換
は
、
全

国
一
様
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

16
世
紀
の
初
め
頃
か
ら
見
受

け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
　
　
　
　

○　

　

で
は
、
ど
の
よ
う
に
形
式

が
変
化
し
て
い
っ
た
か
簡
単

に
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
板
碑
の
特
徴
で
あ
る

頂
部
山
形
の
下
に
あ
る
二
条

線
が
省
略
さ
れ
ま
す
。
そ
し

て
板
碑
の
主
要
位
置
に
彫
刻

さ
れ
て
い
る
種
子
や
仏
の
像

容
、
名
号
の
か
わ
り
に
、
故

人
の
戒
名
が
彫
刻
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
江
戸
時

代
初
期
に
は
塔
身
（
仏
石
）

正
面
に
花
頭
（
窓
の
形
状
に

よ
る
名
称
の
ひ
と
つ
で
、
上

部
が
尖
頭
ア
ー
チ
状
の
窓
）

形
と
い
わ
れ
る
一
段
ほ
り
し

ず
め
た
枠
も
つ
く
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
山
形
だ
っ

た
頭
部
は
江
戸
時
代
中
期
か

ら
丸
み
を
も
つ
櫛
型
に
な
り
、

江
戸
時
代
後
期
か
ら
大
正
期

に
は
、
板
状
だ
っ
た
塔
身
の

正
面
幅
と
側
面
幅
の
比
が

徐
々
に
小
さ
く
な
り
、
現
在

の
よ
う
な
正
四
角
形
に
な
り

ま
す
。
同
時
に
頭
部
も
櫛
形

か
ら
徐
々
に
変
化
を
し
、
最

終
的
に
は
現
在
の
よ
う
に
頂

部
四
方
丸
面
へ
と
変
遷
し
て

い
き
ま
す
。

　

刻
字
に
つ
い
て
も
塔
身
側

面
は
没
年
月
日
の
み
で
し
た

が
、
江
戸
時
代
後
期
に
な
る

と
俗
名
や
享
年
も
追
加
さ
れ
、

明
治
・
大
正
期
以
降
は
、
正

面
に
「
～
家
代
々
之
墓
」「
～

家
累
代
之
墓
」
等
、
背
面
に

は
造
立
年
月
日
・
造
立
者
が

彫
刻
さ
れ
、
水
鉢
に
は
家
紋

が
刻
出
さ
れ
ま
す
。

　

昭
和
に
入
る
と
現
在
で
は

当
た
り
前
の
加
工
で
す
が
、

磨
き
仕
上
げ
が
施
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。

　
　
　
　
　

○

　

そ
し
て
、
造
立
の
内
容
に

　

内
容
の
変
化
に
つ
い
て
は

少
し
否
定
的
な
書
き
方
を
し

ま
し
た
が
、
形
式
・
内
容
ど

ち
ら
の
変
化
に
つ
い
て
も
、

私
の
解
釈
は
、
日
本
人
の
お

墓
の
現
象
と
し
て
捉
え
て
い

ま
す
の
で
、
あ
ま
り
気
に
な

ら
な
い
と
い
う
の
が
本
音
で

す
。

　

と
い
う
の
も
、
石
文
化
研

究
所
所
長 

小
畠
宏
允
先
生

が
『
月
刊
石
材
（
石
文
社
）』

の
連
載
・
第
１
回
「
日
本
人

に
と
っ
て
お
墓
と
は
何
か
●

日
本
人
の
お
墓
の
本
質
と
現

象
」
で
、

　
『
私
は
「
日
本
人
の
お
墓
」

を
、「
本
質
」
と
「
現
象
」

の
二
つ
の
要
素
に
分
け
て
、

こ
の
二
要
素
（
あ
る
い
は
二

つ
の
面
）
で
構
成
さ
れ
て
い

る
、
と
し
て
い
る
。

　

い
う
ま
で
も
な
く「
現
象
」

は
、
目
な
ど
の
感
覚
器
官
の

働
き
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
の

で
き
る
事
象
の
こ
と
で
、「
お

墓
」
な
ど
、
は
っ
き
り
と
目

に
見
え
る
外
に
現
れ
た
「
か

た
ち
（=

象
。
現
象
）」、
つ

ま
り
「
外
形
」
が
認
識
で
き

る
も
の
は
、そ
の
「
現
象
（
外

形
）」
の
占
め
る
ウ
ェ
ー
ト

は
大
き
い
。

　

そ
こ
で
お
墓
に
は
、
目
に

見
え
る
諸
要
素
を
現
す
「
お

墓
の
外
形
」
と
い
う
、
い
わ

ば
ハ
ー
ド
に
属
す
る
も
の
が

大
き
く
私
た
ち
に
認
識
さ
れ

て
い
る
と
い
え
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
「
日
本
人

の
お
墓
」
が
本
来
有
し
て
い

る
、
い
わ
ば
ソ
フ
ト
に
属
す

る
性
質
を「
宗
教
的
な
意
味
」

と
大
ま
か
に
定
義
し
て
、
こ

の
二
つ
を
分
類
し
て
お
こ
う
。

　

こ
の
う
ち
「
現
象
」
で
あ

る
お
墓
の
外
形
は
、
常
に
時

代
や
地
域
に
よ
っ
て
大
き
な

変
化
が
み
ら
れ
、
今
日
で
も

　

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
（
45

歳
）
を
中
心
に
設
立
さ
れ

た
『
翼
塾
』
で
は
４
月
17

～
19
日
に
第
４
回
翼
塾「
京

都
・
滋
賀
石
造
美
術
現
地

研
修
」
を
、
10
月
28
～
30

日
に
第
５
回
翼
塾
「
瀬
戸

内
海
地
域
石
造
美
術
現
地

研
修
」
を
開
催
し
た
。

　

両
回
と
も
東
北
・
中
部

・
関
西
・
四
国
・
九
州
な

ど
か
ら
会
員
が
参
加
し
、

高
橋
氏
に
よ
る
ガ
イ
ド
の

も
と
各
地
域
の
石
造
物
を

日
本
人
の
お
墓
の
本
質
を
学
ぶ『
翼
塾
』

第
４
回
「
京
都
・
滋
賀
石
造
美
術
現
地
研
修
」

第
５
回
「
瀬
戸
内
海
地
域
石
造
美
術
現
地
研
修
」

見
学
。
中
に
は
通
常
で
は

な
か
な
か
見
る
こ
と
の
で

き
な
い
石
造
物
も
あ
り
、

塾
生
は
熱
心
に
見
学
す
る

と
共
に
様
々
な
質
問
を
高

橋
氏
に
投
げ
か
け
て
い

た
。
ま
た
研
修
で
は
座
学

も
設
け
ら
れ
て
お
り
、
塾

生
同
士
の
意
見
交
換
が
活

発
に
行
な
わ
れ
る
の
も

「
翼
塾
」
の
大
き
な
特
徴
。

現
地
で
し
か
体
験
で
き
な

い
こ
と
・
本
物
を
見
る
こ

と
を
通
し
、
石
材
人
と
し

て
の
視
野
の
広
が
り
を
感

じ
ら
れ
る
研
修
内
容
と

な
っ
て
い
た
。

な
お
変
化
し
続
け
る
、
と
い

う
特
徴
が
あ
る
。つ
ま
り「
現

象
」
と
は
「
変
化
す
る
」
と

い
う
重
要
な
特
徴
が
あ
る
と

い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
「
本
質
」

は
、
時
代
や
地
域
（
時
空
）

な
ど
に
よ
っ
て
変
化
し
な
い

も
の
で
、 

い
わ
ば
恒
常
的
な

も
の
、
不
変
な
も
の
、
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。

　

例
え
ば
「
お
墓
の
本
質
」

が
時
代
や
地
域
に
よ
っ
て
い

つ
も
変
化
し
て
一
定
で
な

か
っ
た
ら
、
そ
れ
は
も
は
や

「
本
質
」
と
は
い
え
な
い
。

本
質
が
常
に
変
化
し
て
い
た

ら
、
お
墓
を
お
墓
と
し
て
成

り
立
た
せ
る
「
そ
れ
独
自
の

性
質
」で
な
く
な
る
か
ら
だ
。

そ
う
い
う
も
の
は
決
し
て

「
お
墓
」と
は
呼
べ
な
く
な
る
。

　

現
に
墓
地
に
行
っ
て
み
る

と
、 

さ
ま
ざ
ま
な
形
の
お
墓

が
立
ち
並
ん
で
い
る
が
、
そ

れ
ら
が
す
べ
て
お
墓
と
い
わ

れ
る
の
は
、
お
墓
と
し
て
の

本
質
を
も
っ
て
い
る
か
ら
に

他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
時

代
や
地
域
を
越
え
て
、
そ
の

多
様
な
外
形
の
変
化
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
つ
ね
に
、
そ
れ

ら
の
「
お
墓
を
お
墓
た
ら
し

め
て
い
る
も
の
」
を
「
本
質
」

と
い
う
。』

　

と
、
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま

す
。
ま
た
、
日
本
人
の
お
墓

の
本
質
と
現
象
に
つ
い
て
は

講
義
も
し
て
い
た
だ
き
、
私

の
中
で
は
も
の
す
ご
く
納
得
。

ま
た
、そ
う
願
い
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
い
う

ま
で
も
な
く
日
本
人
の
お
墓

の
本
質
は
、
死
者
と
生
者
の

幸
せ
を
願
い
造
立
さ
れ
ま
す
。

業
界
人
と
し
て
一
人
で
も
多

く
の
方
に
、
日
本
人
の
お
墓

の
本
質
を
伝
え
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

つ
い
て
も
変
化
が
み
ら

れ
ま
す
。
そ
も
そ
も
仏

塔
は
、
仏
像
や
写
経
を

安
置･

奉
安
し
て
礼
拝

供
養
を
す
る
こ
と
に
意

味
が
あ
り
、
そ
の
供
養

で
得
ら
れ
た
功
徳
に

よ
っ
て
死
者
と
生
者
の

利
益
と
幸
せ
（
救
済
）

が
約
束
さ
れ
ま
す
。
し

か
し
、
現
在
の
角
柱
塔

は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
故
人
の
霊
が
眠
っ
て

い
る
こ
と
を
示
す
記
念

碑
の
意
味
や
、「
～
家

代
々
之
墓
」
等
を
彫
刻

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
家

の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の

お
墓
（
家
墓
）
の
意
味

が
強
く
な
っ
て
い
ま
す
。

石材総合商社
七山みかげ（天山）・やさとみかげ  国産銘石各種原石・荒石取扱い

石の総合商社：（株）越智久石材センター、（有）越智久産業、（株）新愛興産業

第４回参加者
開
　

催第５回参加者

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。

⑥
角
柱
塔
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