
1992年に開催されたアルベールビルオリ
ンピックのフリースタイルスキー・モーグル
日本代表。5代目として企業経営を行う
のはもちろん、「お墓は人生の物語」
をテーマに墓石デザインプロ
デューサーとして活動

　

想
い
で
.
c
o
m
は
、
全
国
各
地

の
土
地
に
根
差
し
た
石
材
店
な
ど
が

連
携
し
、
地
域
に
あ
る
お
墓
を
守
る

サ
ー
ビ
ス
。
依
頼
が
あ
れ
ば
献
花
や

清
掃
を
行
う
ほ
か
、
自
分
が
住
ん
で

い
る
地
域
へ
お
墓
を
移
設
す
る
改
葬

な
ど
に
も
対
応
可
能
。
そ
し
て
一
番

の
特
徴
は
、
地
域
に
あ
る
お
墓
を
基

軸
に
し
な
が
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

空
間
に
お
墓
が
持
つ
役
割
を
拡
張
す

る
こ
と
で
す
。

　
「
お
墓
は
、
先
祖
と
未
来
の
家
族
を

つ
な
ぐ
た
め
の
ツ
ー
ル
で
す
。
例
え
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1 2山崎さんのお父さん、巖さんのお墓。美し
いアートガラスと石材の組み合わせはひときわ
目を引きます。墓石には孫たちが描いた似顔絵
が彫られているほか、想いで.comのQRも付い
ており、読み込むと故人の写真や動画が閲覧
できます 3パソコンを見ながら想いで.comを説
明する山崎さん。お墓の新しい在り方として注
目を集めているサービスです

（上）1890（明治23）年に札幌
で創業した山崎石材工業。滝川
市花月町に移転したのは1929
（昭和4）年のこと。以来、地域で
連綿と石材店を営んでいます　
（左）山崎さんの祖父であり3代
目の鶴吉さん。札幌軟石で狛犬
や不動明王を彫らせたら右に出
る者はいないという腕前の持ち
主でした

昭和40年代に鶴吉さんが彫った狛犬
もショールームに展示

滝川市二の坂町東に構える道内最大級のショールーム。さまざまな墓石デザインや石のサンプルを
見られるだけでなく、仏像や仏具なども展示されています
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だ
と
山
崎
さ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、
継

承
者
不
足
や
遠
隔
地
に
住
ん
で
い
る

た
め
に
お
墓
を
無
く
す
、
い
わ
ゆ
る

墓
じ
ま
い
に
対
し
て
懸
念
を
持
っ
て

い
る
の
だ
と
話
し
ま
す
。

　
「
墓
じ
ま
い
の
事
情
は
理
解
で
き
ま

す
。
で
も
、
お
墓
は
先
祖
と
の
つ
な

が
り
。
手
を
合
わ
せ
る
場
所
が
無
く

な
っ
て
し
ま
う
の
は
、
先
祖
と
向
き

合
う
場
所
が
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
。

先
祖
も
含
め
た
家
族
と
い
う
絆
を
失

う
こ
と
は
残
念
で
す
」。
山
崎
さ
ん
は

静
か
に
言
葉
を
重
ね
ま
す
。

　

北
海
道
に
あ
る
先
祖
の
墓
参
り
を

し
た
い
と
思
っ
て
も
、
東
京
に
住
ん

で
い
た
ら
な
か
な
か
足
を
運
べ
ま
せ

ん
。
し
か
も
今
は
コ
ロ
ナ
禍
の
最
中
。

移
動
も
は
ば
か
ら
れ
る
状
況
で
す
。

　
「
こ
う
し
た
事
情
が
墓
じ
ま
い
の
動

機
に
な
り
ま
す
。
当
た
り
前
で
す
が
、

お
墓
は
動
け
ま
せ
ん
。
な
ら
ば
、
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
で
問
題
を
解
決
で
き
な

い
か
。
そ
ん
な
気
持
ち
で
始
め
た
の

が
『
想
い
で
.
c
o
m
』
で
す
」

　

人
類
が
死
者
を
弔
い
、
土
中
へ
埋

葬
を
始
め
た
の
は
旧
石
器
時
代
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
縄
文
時
代

か
ら
弥
生
時
代
に
権
力
者
の
墓
所
で

あ
る
古
墳
の
建
造
が
盛
ん
に
な
り
、

そ
の
後
は
仏
教
の
伝
来
と
と
も
に
、

塔
や
現
在
の
形
に
近
い
墓
石
が
造
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

庶
民
が
墓
石
を
建
て
る
習
慣
が
始

ま
っ
た
の
は
戦
国
時
代
。
や
が
て
江

戸
時
代
に
な
る
と
檀
家
制
度
の
定
着

と
と
も
に
全
国
に
広
が
り
、
明
治
時

代
中
期
に
な
る
と
、
そ
れ
ま
で
個
人

や
夫
婦
の
た
め
に
建
て
ら
れ
て
い
た

墓
石
は
、
家
単
位
の
も
の
と
な
っ
た

そ
う
。
こ
う
し
て
定
着
し
た
習
慣
が
、

現
在
ま
で
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
い

る
の
で
す
。

　

滝
川
市
に
道
内
最
大
級
と
な
る
お

墓
の
展
示
ス
ペ
ー
ス
を
展
開
し
て
い

る
山
崎
石
材
工
業
は
、
1
8
9
0
（
明

治
23
）
年
の
創
業
。「
初
代
で
あ
る
山

崎
栄
太
郎
は
新
潟
県
の
出
身
。

1
8
8
7
（
明
治
20
）
年
、
北
海
道

庁
舎
の
建
築
に
伴
っ
て
来
道
し
ま
し

た
」
と
話
す
の
は
、
５
代
目
社
長
を

務
め
る
山
崎
修
さ
ん
。
石
工
で
あ
り
、

石
造
彫
刻
に
長
け
て
い
た
栄
太
郎
さ

ん
は
、
現
在
の
赤
レ
ン
ガ
庁
舎
の
建

築
に
携
わ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
札
幌

神
社
や
室
蘭
八
幡
宮
の
唐
獅
子
な
ど

も
手
掛
け
た
そ
う
で
す
。

　

山
崎
家
は
代
々
、
石
工
と
し
て
仕

事
に
技
術
を
ふ
る
っ
て
き
ま
し
た
。

「
特
に
３
代
目
の
鶴
吉
は
石
造
彫
刻
に

と
て
も
長
け
て
い
ま
し
た
。
道
内
で

数
多
く
の
狛
犬
の
制
作
に
携
わ
っ
て

い
て
、
あ
る
方
が
記
し
た
書
籍
で
は

山
崎
型
と
分
類
さ
れ
て
い
る
く
ら
い

で
す
」
と
山
崎
さ
ん
は
笑
い
ま
す
。

　

心
を
込
め
て
石
に
技
術
を
施
す
。

時
代
の
変
遷
と
と
も
に
山
崎
石
材
工

業
の
軸
足
が
墓
石
建
造
に
シ
フ
ト
し

て
も
、
理
念
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
近

年
で
は
洋
型
や
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
風
の

墓
石
が
人
気
を
博
し
て
い
ま
す
が
、

同
社
で
も
多
彩
な
デ
ザ
イ
ン
に
対
応
。

し
か
し
大
切
な
の
は
単
純
な
デ
ザ
イ

ン
提
案
で
は
な
い
と
山
崎
さ
ん
。

　
「
大
事
な
の
は
、
お
客
様
の
思
い
を

形
に
す
る
こ
と
で
す
」

　

故
人
と
の
接
点
を
持
て
る
場
所
、

そ
れ
が
お
墓
で
す
。
ゴ
ル
フ
が
大
好

き
だ
っ
た
父
だ
か
ら
、
墓
石
を
ゴ
ル

フ
ボ
ー
ル
の
形
に
し
た
い
。
花
が
好

き
だ
っ
た
母
の
た
め
に
、
墓
石
一
面

に
四
季
折
々
の
花
を
彫
り
た
い
。
孫

が
一
文
字
ず
つ
書
い
た
感
謝
の
文
字

を
入
れ
た
い
。
そ
ん
な
、
お
墓
を
建

て
る
人
の
多
彩
な
思
い
に
寄
り
添
い
、

形
に
す
る
。
そ
れ
が
生
き
て
い
る
人

と
故
人
を
つ
な
ぐ
、
墓
石
建
造
に
携

わ
る
石
材
店
の
あ
る
べ
き
姿
勢
な
の

ば
墓
石
や
墓
誌
に
言
葉
や
戒
名
・
法

名
を
追
加
彫
り
す
る
の
は
家
系
図
を

残
す
こ
と
と
似
て
い
ま
す
が
、
物
理

的
に
限
度
が
あ
り
ま
す
。
で
も
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
上
な
ら
そ
の
限
度
を
大

幅
に
広
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」

　

想
い
で
.
c
o
m
を
利
用
す
る
と
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
家
族
の
写
真

や
家
系
図
、
動
画
な
ど
を
掲
載
し
、

い
つ
で
も
、
ど
こ
か
ら
で
も
自
由
に

閲
覧
が
可
能
。
親
戚
や
故
人
の
友
人

な
ど
、
特
定
の
メ
ン
バ
ー
に
向
け
て

法
要
の
日
時
な
ど
を
知
ら
せ
る
こ
と

山
崎
石
材
工
業
株
式
会
社
が
積
み
重
ね
た

1
3
1
年
の
歴
史
と
未
来
へ
の
展
望

途
切
れ
な
い

家
族
の
絆
を
願
っ
て

1
8
9
0（
明
治
23
）年
の
創
業
以
来
、

石
材
店
と
し
て
数
々
の
建
造
物
や
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
、

そ
し
て
墓
石
を
造
り
続
け
て
き
た
山
崎
石
材
工
業
。

5
代
目
社
長
で
あ
る
山
崎
修
さ
ん
に
、

同
社
の
理
念
、お
墓
を
取
り
巻
く
現
在
の
状
況
、

そ
し
て
未
来
に
つ
い
て
話
を
聞
き
ま
し
た
。

も
で
き
る
そ
う
。
ペ
ー
ジ
管
理
も
必

要
で
あ
れ
ば
石
材
店
が
行
い
ま
す
。

「
７
月
１
日
か
ら
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し

ま
し
た
。
現
在
、
当
社
の
お
客
様
だ

け
で
50
件
以
上
の
登
録
が
あ
り
ま
す
」

と
評
判
も
上
々
で
す
。

　

先
祖
が
い
る
か
ら
こ
そ
、
今
の
自

分
が
い
る
。
そ
の
つ
な
が
り
を
大
切

に
し
た
い
と
言
葉
を
結
ぶ
山
崎
さ
ん
。

地
域
で
1
3
1
年
。
先
祖
代
々
が
つ

な
い
だ
バ
ト
ン
を
受
け
取
っ
た
石
材

店
は
、
そ
の
足
跡
に
感
謝
し
な
が
ら
、

未
来
を
見
据
え
て
い
ま
す
。

山崎石材工業株式会社
【ショールーム】
滝川市二の坂町東1-2-1
フリーダイヤル 0120-148-230　TEL 0125-23-2708
営業時間／8:00～18:00（土日祝日もオープン）
【花月本店】
滝川市花月町1-1-7
TEL 0125-23-2979
https://www.e-ishi.jp

Information

巻
頭
特
集

明
治
時
代
に
創
業
し
た

地
域
の
石
材
店

墓
じ
ま
い
増
加
に

痛
む
心
の
内

過
去
と
未
来
を
つ
な
ぐ

新
し
い
お
墓
の
在
り
方

代表取締役 山 崎  修さん

山崎石材工業株式会社
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