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 愛嬌のある独特な顔寛保 3年(1743)に彫られた。 

日光市足尾駅  

て
ほ
と
ん
ど
獅
子
像
に
な
り
、
角

を
持
た
な
い
像
も
多
く
な
り
ま

し
た
。 

ま
た
、
足
元
に
「
玉
」
や
「
子
犬
」

を
置
く
な
ど
様
々
な
カ
タ
チ
の

狛
犬
も
出
現
し
て
い
ま
す
。 

玉
を
置
い
た
像
を
「
玉
取
り
の
狛

犬
」
、
子
犬
を
置
い
た
像
を
「
子

取
り
の
狛
犬
」
と
呼
び
、
通
常
は

阿
形
が
玉
を
、
吽
形
が
子
犬
を
足

元
に
置
い
て
い
ま
す
。
阿
形
も
吽

形
も
「
両
方
と
も
玉
を
足
元
に
置

い
て
い
る
バ
ー
ジ
ョ
ン
」
や
「
吽

形
だ
け
ど
玉
を
持
っ
て
い
る
バ

ー
ジ
ョ
ン
」
な
ど
も
存
在
し
ま

す
。
し
か
し
、
様
式
が
簡
略
化
さ

れ
、
左
右
と
も
に
角
が
な
い
も
の

が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。 

旅
先
で
様
々
な
形
相
を
し
た

狛
犬
を
発
見
し
ま
す
。
各
地
の
神

社
を
訪
れ
た
際
に
狛
犬
を
眺
め

る
こ
と
も
楽
し
み
の
一
つ
に
な

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か 

旅
先
に
て
の
写
真
紹
介 
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狛
犬
っ
て
？ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
番
組
の
「
世
界
一
受

け
た
い
授
業
」
で
、
お
墓
の
事
を
と
り

あ
げ
た
授
業
を
観
ま
し
た
。
あ
る
芸
能

人
が
自
分
の
お
墓
を
生
前
に
建
て
た
い

と
、
墓
地
を
探
す
と
い
う
内
容
で
し
た
。

お
墓
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
と
呼
ば
れ
る
方
が

一
緒
に
墓
地
を
ま
わ
り
、
親
切
・
丁
寧

に
色
々
な
質
問
に
答
え
て
ま
し
た
。 

今
、
２
０
代
で
も
生
前
墓
を
建
て
る
方

が
い
る
そ
う
で
す
。
都
心
の
墓
地
探
し

で
し
た
の
で 

土
地
の
価
格
に
び
っ
く

り
し
ま
し
た
。 

 

そ
し
て
、
実
際
の
お
墓
の 

引
っ
越
し
の
様
子
も
あ
り
ま
し
た
。「
お

墓
が
遠
か
っ
た
為 

今
ま
で
お
墓
参
り

に
行
け
な
か
っ
た
が
こ
れ
で
ち
ょ
く
ち

ょ
く
来
れ
る
」
と
喜
ん
で
い
ま
し
た
。 

お
墓
は 

身
内
が
亡
く
な
っ
た
時
で
な

い
と
縁
の
な
い
こ
と
で
、
わ
か
ら
な
い

事
ば
か
り
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

石
商
中
里
に
も
お
墓
デ
ィ
レ
ク
タ
ー

が
い
ま
す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

 
弘
美
の 

な
る
ほ
ど
！ 

そ
う
な
の
ね
！ 

  

愛嬌のある独特な顔 寛保 3年(1743)に彫られた物。 

悔しそうな顔？にも見えます。 日光市足尾駅付近 

 境内には様々な形をした獅子らしき物や狛犬が寄進されています。 

天橋山知恩寺（名勝天の橋立）宮津市 

足元に子犬？微笑ましく

もあり、恐ろしくもあり？ 

愛知県 犬山城登城入口 

三光稲荷神社境内 

狛
犬
は
、
獅
子
や
犬
に
似
た
獣

の
姿
を
し
て
お
り
、
神
社
に
奉
納

さ
れ
た
空
想
上
の
生
物
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
神
社
や
寺
院
の
入

り
口
や
本
殿
や
本
堂
の
正
面
に
、

左
右
に
一
対
で
置
か
れ
、
口
元
は

「
阿
吽(

あ
う
ん)

」
の
形
を
表
し

て
い
る
こ
と
が
多
く
主
に
魔
除

け
の
為
に
置
か
れ
て
い
る
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
元
々
は
角(

つ

の)

が
な
く
口
を
開
い
て
い
る
獅

子
は
「
阿
形(

あ
ぎ
ょ
う)

」
、
角

が
あ
り
口
を
閉
じ
て
い
る
狛
犬

は
「
吽
形(

ん
ぎ
ょ
う
・
う
ん
ぎ

ょ
う)

」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。 

大
き
な
寺
院
な
ど
で
は
仁
王

像(

金
剛
力
士
像)

も
同
じ
よ
う

に
口
を
開
け
た
「
阿
形
」
と
、
口

を
閉
じ
た
「
吽
形
」
が
あ
り
ま
す
。

こ
ち
ら
も
狛
犬
と
同
様
の
意
味

を
持
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。 

平
安
時
代
の
狛
犬
は
「
獅
子
」

と
「
狛
犬
」
と
に
ハ
ッ
キ
リ
と
分

か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
時
代
を
経 

 睨みが鋭い！ 

戸隠神社 奥ノ院前 

 

 

 

「あ・うん」がはっきりと

した口元。 

こんぴらさんには 狛犬

が数々寄進されています。

備前焼のものもあります。    

香川県 金刀比羅宮 

 
前橋市 東照宮 本殿前 

台座の石が円形に 

鳥取県三徳山 宝物殿 

 

両方の足元に玉があります。 

三朝温泉付近の散歩途中で見つけました 

お
墓
つ

く
り
・ 

お
墓
の
引
越
し
。

古
墓
の
整
理
等 

墓
所
・
墓
石
に 

関
す
る
悩
み
を
お
持
ち
の
方
に 

出
来
る
限
り
の
ア
ド
バ
イ
ス
を 

致
し
ま
す 

 

 

お
墓
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
１
級 

 
 

第
一
営
業
部
長 

真
下 

者
・
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
乱
入
に
よ
り
墓
石
に

関
わ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
急
増
し
て
い
ま
す
。 

悔
い
の
な
い
お
墓
づ
く
り
を
す
る
た

め
に
は
信
頼
の
で
き
る
石
材
店
を
選
ぶ

の
が
重
要
で
す
。” 

ご
参
加
下
さ
い
ま
し
た
皆
様
に
は
と

て
も
参
考
に
な
っ
た
事
と
思
い
ま
す
。 

次
回
セ
ミ
ナ
ー
開
催
の
折
に
は
是
非

出
か
け
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

講
座
終
了
後
、
お
墓
相
談
員
に
よ
る
個

別
相
談
会
を
開
催
致
し
ま
し
た
。 

 
後
継
者
が
い
な
い
の
で
お
墓
を
ど
う
し

た
ら
よ
い
か
？ 

立
派
な
お
墓
を
作
っ 

た
の
に
、
施
工
し
た 

石
材
店
か
ら
の
ア
フ 

タ
ー
フ
ォ
ロ
ー
を
し 

て
も
ら
え
な
い
。 

ト
ラ
ブ
ル
を
抱
え
て 

困
っ
て
い
る
等
の 

相
談
が
あ
り
ま
し
た
。 

 
 

ぜ
ん
ち
ゃ
ん 

お
芋
掘
り 

   
 

麻
有
子
の
絵 

石
商
中
里
は 

「
全
優
石
」 

全
国
優
良
石
材
店 

認
定
店
で
す 

お
客
様
や 

地
域
の
繋
が
り
を 

大
切
に
し
て
い
ま
す 

 

栗ご飯をつくろう！ 
炊飯器に研いだお米を入

れる。いつもより少な目

の水と醤油・塩・酒少々

を入れよく混ぜ、むいた

栗を乗せて普通に炊く。 

ゴマをパラっとかけて

いただきま～す。私流 

七
月
七
日
（
木
）
高
崎
市
総
合
福
祉

セ
ン
タ
ー
に
於
い
て
一
般
社
団
法
人

全
優
石
「
全
国
優
良
石
材
店
の
会
」
主

催
、
㈱
石
商
中
里
共
催
、
上
毛
新
聞
社

後
援
に
よ
り
ま
す
『
な
る
ほ
ど
お
墓
講

座
』
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

こ
の
セ
ミ
ナ
ー
は
、
全
優
石
が
平
成

四
年
か
ら
実
施
し
ま
し
た
フ
リ
ー
ダ

イ
ヤ
ル
「
お
墓
何
で
も
相
談
」
に
予
想

を
上
回
る
多
数
の
相
談
を
頂
い
た
こ

と
か
ら
、
お
墓
に
関
す
る
情
報
を
求
め

ら
れ
て
お
ら
れ
る
方
が
大
変
多
い
こ

と
を
知
り
、
よ
り
充
実
し
た
情
報
提
供

を
行
う
こ
と
を
目
的
に
、
全
国
各
地
で

開
催
し
て
い
る
も
の
で
す
。 

 

「
お
墓
と
は
何
か
」
「
墓
地
購
入
時

の
注
意
点
」
等
、
吉
田
剛
会
長
よ
り
大

変
有
意
義
な
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。 

 

“
お
墓
づ
く
り
に
大
切
な
の
は
、
建

て
る
場
所
で
も
形
で
も
な
い
し
石
の

種
類
で
も
な
い
。
大
切
な
こ
と
は
亡
く

な
っ
た
人
を
供
養
す
る
心
で
す
。 

お
墓
づ
く
り
は
一
生
に
一
度
有
る
か

無
い
か
の
大
切
で
高
価
な
お
買
い
物

で
す
。
最
近
、
に
わ
か
作
り
の
石
材
業 



  

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

丸
み
を
帯
び
た
墓
石
や
小
物
、
黒
御
影
石
で
統
一
。

桜
模
様
を
ア
ク
セ
ン
ト
に
彫
り
、
や
さ
し
い
雰
囲
気

に
仕
上
が
り
ま
し
た
。 

石
貼
り
を
施
し
草
や
ゴ
ミ
の
心
配
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

2
0
1
6

年 

平
成
28
年
の
行
事 

9
月 

 

 

7
日(

水)

～
18
日
リ
オ
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク 

ブ
ラ
ジ
ル
／
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
開
催 

10
日(

土)

関
東
・
東
北
豪
雨
か
ら
1
年 

11
日(

日)

米
中
枢
同
時
テ
ロ
か
ら
15
年 

19
日(

月)

敬
老
の
日 

彼
岸
の
入
り 

22
日(

木)

秋
分
の
日 

25
日(

日)

彼
岸
明
け 

27
日(

火)

御
嶽
山
噴
火
災
害
発
生
か
ら
2
年 

10
月 10

日(

月)

体
育
の
日 

19
日(

水)

日
ソ
国
交
回
復(

共
同
宣
言)

60
周
年 

11
月 3

日(

木)

文
化
の
日･

日
本
国
憲
法
公
布
70
周
年 

8
日(

火)

米
大
統
領
選 

15
日(

火)

七
五
三 

12
月 12

日(

月)

漢
検
が
「
今
年
の
漢
字
」
を
発
表 

23
日(

金)

天
皇
誕
生
日 

25
日(

日)

ク
リ
ス
マ
ス 

31
日(

土)

除
夜
の
鐘 

      

オ
リ
ジ
ナ
ル
墓
石
。
高
級
黒
御
影
石
使
用
。 

「
倶
会
一
処
」
の
文
字
を
刻
み
ま
し
た
。 

限
ら
れ
た
高
さ
の
外
柵
に
曲
線
を
交
え
て 

柔
ら
か
な
雰
囲
気
に
。 

奥行きのある御墓所。墓石の棹石側面

は磨かずにインド産赤ミカゲ石の持ち

味を残した形に。花の彫刻と「夢」の

文字が際立つ配色となりました。 
墓石と外周を紫とブルーが溶け合ったような模様が特

徴のインド産高級御影石を使用。 

縞模様が混じり合うオリジナルな風合いを活かして一

枚石で作成。墓石の正面に「一生懸命」と刻みました。 

コンクリートの台座の上へ、整然と並びました 

建
築
石
材
ア
ド
バ
イ
ザ
ー 

小
関 

部
長 

石
製
品
の
加
工
販
売
か

ら
建
築
の
床･

壁
石
貼

り
・
石
積
工
事
・
タ
イ
ル

工
事
等
の
設
計
施
工
。 

ご
相
談
下
さ
い
。 

 

庭園・広場を 

御影石のピンコロ貼り 

 

完
成
し
た
御
墓
所
に
は
一
つ
一
つ

思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
紹

介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

墓所内の敷き砂利部

分だった所を御影石

貼りにし、草が生えな

くなりました。 

大きくなった植木を除き、石階を減らして

お参りしやすくなりました。 

苔やアクを取り除き大谷石の風合いが

よみがえり綺麗になりました 

２
０
１
６
年
、
日
本
石
材
産
業
協
会
が

記
念
日
申
請
し
、
認
定
さ
れ
ま
し
た
。 

昭
和
２６
年
戦
後
生
ま
れ
。 

両
親
の
法
要
を
済
ま
せ
て
、
懐
か
し
い
ア
ル
バ

ム
を
持
出
し
一
女
二
男
姉
弟
で
昔
話
に
興
じ

た
。
小
学
生
で
も
一
人
前
の
働
き
手
で
学
校
か

ら
帰
る
と
、
蚕
の
桑
く
れ
や
苗
取
り
を
手
伝
っ

た
。
田
植
え
の
時
期
に
な
る
と
女
衆
が
沼
田
方

面
か
ら
や
っ
て
来
て
賑
や
か
だ
っ
た
。
田
植
え

後
田
ん
ぼ
の
ク
ロ(

畔
）
に
大
豆
を
蒔
い
た
。 

 
 

穴
明
け
・
種
入

れ
・
モ
ミ
ガ
ラ

か
け
を
母
ち

ゃ
ん
の
後
に

続
い
て
お
手

伝
い
を
す
る

写
真
。 

 

 

私
が
入
学
す
る
頃
、
親
た
ち
の
働
き
掛
け
で 

路
線
バ
ス
が
開
通
し
た
。
ボ
ン
ネ
ッ
ト
型
バ
ス
で

車
掌
さ
ん
は
憬
れ
の
職
業
で
し
た
。 

 
 

バ
ス
に
乗
り
遅
れ
る
と
片
道
１
時
間
を
歩
か
ね

ば
な
ら
な
い
。
「
誰
ち
ゃ
ん
が
ま
だ
来
な
い
よ

～
。」
と
言
う
と
運
転
手
さ
ん
が
待
っ
て
い
て
く 

 
 
 
 
 
 
 

 

れ
た
。 

弟
と
近
所
の
男

の
子
が
半
纏
や

ジ
ャ
ン
パ
ー
を

着
て
映
っ
て
い

る
。昭
和
35
年
冬

頃
だ
ろ
う
か
。 

 
 

主
屋
は
藁
ぶ
き
屋
根
で

し
た
。
今
も
残
る
東
の
離
屋

の
前
で
叔
母
の
御
祝
儀
写

真
。
私
が
生
ま
れ
変
わ
っ
た

よ
う
だ
と
聞
い
た
祖
母
が

映
っ
て
い
る
の
で
昭
和
25

年
頃
の
撮
影
。
紋
付
・
袴
・

黒
留
袖
の
礼
装
で
立
派
。 

す
で
に
全
員
亡
き
人
と
な

っ
て
お
り
ま
す
。 

玄関アプローチの 

乱貼り 

 

 

ブロンズ像の台座石 

 

歌
碑
や 

記
念
碑
の
オ
ス
ス
メ 

 俳
句
・
川
柳
・
辞
世
の
句
等

石
に
刻
ん
で
、
庭
や
お
墓
に
残

し
ま
せ
ん
か
。 

子
供
の
手
形 

愛
猫
を
石
彫
刻
に 

「食亭つかさ」店舗前の句碑 

福
ふ
く
ろ
う 


