
明治28年に定められた制札の形状

　

ま
ず
は
江
戸
時
代
の
陵
墓
制
札
に
つ
い

て
、
い
く
つ
か
の
絵
図
に
墳
丘
や
周
辺
に

設
置
さ
れ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。
い
ず
れ
も
五
角
形
の
木
板
を
一
本
柱

で
支
え
る
駒
形
制
札
で
す
。
陵
墓
の
景
観

が
大
き
く
改
変
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
文
久

の
修
陵
で
も
そ
の
前
後
の
い
ず
れ
に
も
駒

形
制
札
が
描
か
れ
て
い
る
事
例
を
見
受
け

ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
後
、
明
治
時
代
に
な
る
と
ま
ず
は

奈
良
県
で
制
札
屋
形
が
採
用
さ
れ
ま
し

た
。
制
札
屋
形
は
木
板
を
二
本
の
柱
で
支

え
、
屋
根
と
石
積
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま

す
。
一
八
七
九
（
明
治
一
二
）
年
に
成
立

し
た
『
御ご

陵り
ょ
う

図ず

』
に
は
奈
良
県
の
ほ
と
ん

ど
の
陵
墓
が
制
札
屋
形
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
大
阪
府
の
ほ
と
ん
ど
の
陵
墓
は
駒
形

制
札
と
な
っ
て
い
ま
す
。
一
八
七
九
年
は

奈
良
県
全
域
と
大
阪
府
の
一
部
（
河
内
・

和
泉
）
が
堺
県
の
管
轄
に
あ
り
ま
し
た
。

奈
良
県
は
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
に
堺

県
に
編
入
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
同

じ
管
轄
で
あ
れ
ば
同
じ
形
状
に
な
る
は
ず

で
す
の
で
、
制
札
の
形
状
が
異
な
る
と
い

う
こ
と
は
奈
良
県
が
堺
県
に
編
入
さ
れ
る

前
の
設
置
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
後
、
一
八
八
六
（
明
治
一
九
）

年
か
ら
一
八
八
八
（
明
治
二
一
）
年
頃
に

イ
ギ
リ
ス
か
ら
大
阪
造ぞ

う

幣へ
い

寮り
ょ
う

に
招
聘
し
た

冶
金
技
術
者
で
あ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ガ
ウ

ラ
ン
ド
が
調
査
し
た
際
の
写
真
に
は
五
箇

所
の
陵
墓
で
制
札
屋
形
が
、
一
箇
所
の

火
葬
塚
で
駒
形
制
札
が
確
認
で
き
ま
す
。

一
八
七
九
年
に
制
作
さ
れ
た
『
御
陵
図
』

で
は
奈
良
県
の
み
が
制
札
屋
形
で
あ
っ
た

の
に
対
し
て
、
七
～
九
年
後
の
ガ
ウ
ラ
ン

ド
の
調
査
時
に
は
火
葬
塚
以
外
全
て
が
制

札
屋
形
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
天
皇
や
皇
后
な
ど
が
葬
ら

れ
た
陵
と
皇
子
や
皇
女
な
ど
が
葬
ら
れ
た

墓
と
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
同
一
の
形

状
で
あ
る
と
と
も
に
、
地
域
に
よ
っ
て
も

導
入
の
時
期
が
様
々
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど

か
ら
、
一
八
九
五
（
明
治
二
八
）
年
に
統

一
化
が
図
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
「
各
御

陵
墓
御
火
葬
所
等
制
札
三
様
ニ
定
ム
」
と

い
う
内
規
で
す
。
こ
こ
で
は
、
陵
と
墓
が

制
札
屋
形
で
、
御
火
葬
所
、
傳
説
地
、
陪ば

い

塚ち
ょ
う

が
駒
形
制
札
と
定
め
ら
れ
ま
し
た
。
ま

た
陵
は
屋
根
が
二
段
葺
き
で
、
基
礎
が
二

段
の
石
積
と
な
っ
て
お
り
、
基
礎
の
上
に

は
竹
柵
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、

墓
は
屋
根
が
一
段
葺
き
で
、
基
礎
が
一
段

の
石
積
と
な
っ
て
お
り
、
陵
と
墓
で
明
確

な
区
分
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
陵
に
の
み
加

え
ら
れ
て
い
た
竹
柵
に
つ
い
て
は
、
第
二

次
世
界
大
戦
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
自
然

消
滅
し
、
そ
の
後
は
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ

ん
。

　

そ
の
後
、
宮
内
庁
は
一
九
六
八
（
明
治

四
三
）
年
に
『
陵
墓
の
営
繕
方
針
及
実
施

要
領
』
で
「
形
質
は
現
状
を
も
つ
て
維
持

し
、
屋
根
は
銅
板
葺
と
す
る
。
た
だ
し
、

盗
難
の
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
は
透
明
防
腐

塗
装
の
板
葺
と
す
る
。」
と
定
め
ら
れ
ま
し

た
。
こ
こ
で
い
う
「
現
状
」
と
は
前
述
の

一
八
九
五
年
の
内
規
の
こ
と
を
指
し
て
い

ま
す
。
つ
ま
り
、
現
在
の
制
札
屋
形
に
つ

い
て
は
、
一
八
九
五
年
に
定
め
ら
れ
た
内

規
を
踏
襲
し
て
形
状
が
定
め
ら
れ
て
い
る

の
で
す
。

　

江
戸
時
代
に
は
簡
易
な
駒
形
制
札
で
し

た
が
、
明
治
時
代
に
な
る
と
よ
り
荘
厳
な

制
札
屋
形
が
限
定
的
な
地
域
で
導
入
さ

れ
、
そ
れ
が
最
終
的
に
全
国
統
一
の
形
状

と
し
て
採
用
さ
れ
て
現
在
に
至
り
ま
す
。

他
に
も
陵
墓
を
構
成
す
る
構
造
物
と
し
て

鳥
居
や
陵
（
墓
）
名
石
標
、
燈と

う

籠ろ
う

な
ど
が

あ
り
ま
す
。
ど
の
陵
墓
を
訪
れ
て
も
必
ず

目
に
す
る
こ
れ
ら
の
構
造
物
に
つ
い
て
改

め
て
注
目
す
る
の
は
い
か
が
で
し
ょ
う

か
。

【
明
日
香
村
教
育
委
員
会
文
化
財
課
】
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今
回
は
江
戸
時
代
か
ら
現
代
に
至
る
陵
墓
制
札
の
形
状
の
変
遷
に

つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。
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