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木
造
狛
犬 昭

和
59
年
５
月
15
日
指
定 

 

こ
の
狛
犬
は
、
奈
良
・
大 お

お

神 み
わ

神
社
の
狛
犬
像
に
似
た
形
の
も
の
で
、
上
体

を
ま
っ
す
ぐ
に
の
ば
し
、
荒
々
し
い
獣
性
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。
像
高
は
74.9

㎝
で
、
頭
部
の

鬣
た
て
が
み

（
三
段
）
ま
で
と
胴
部
と
が
二
つ
に
分
か
れ
る
形
式

を
と
っ
て
お
り
、
町
内
の
他
の
狛
犬
と
は
異
な
っ
た
体
躯
を
し
て
い
ま
す
。

狛
犬
に
は
正
平
３
年
（
一
三
四
八
）
の
墨
書
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

頭
部
と
そ
れ
以
下
が
二
つ
に
分
か
れ
る
様
式
の
狛
犬
は
県
内
で
は
珍
し
い

も
の
で
す
。
昭
和
の
修
理
に
よ
り
彩
色
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
南
北
朝

時
代
の
狛
犬
の
特
徴
を
伝
え
る
彫
刻
と
し
て
貴
重
で
す
。 

※
狛
犬
を
よ
く
見
る
と 

口
を
開
け
た
も
の
と
閉
じ
て
い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

る
も
の
が
あ
る
。
向
か
っ
て
右
側 

が
阿(

あ)

形(

ぎ
ょ
う)

像
、
左
側
が 

吽(

う
ん)

形(

ぎ
ょ
う)

像
。
伝
承
で 

は
、
神
社
の
門
を
守
護
し
て
い
る 

神
獣
だ
け
に
、「
何
か
悪
い
こ
と
を 

し
て
隠
し
事
を
し
て
い
て
も
『
あ
』 

か
ら
『
う
ん
』
ま
で
お
見
通
し
」 

で
あ
る
と
か
、「
口
を
開
け
て
い
る 

側
は
人
が
生
ま
れ
た
時
、
つ
ぐ
ん 

で
い
る
側
は
死
ん
だ
と
き
」
と
い 

う
ふ
う
に
、
人
の
一
生
を
表
し
て 

い
る
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 
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鰐 わ
に

口 ぐ
ち 

昭
和
56

年
６
月
15

日
指
定 

 
 
 

 

光
明
山
遍
照
寺
は
、
同
寺
の
由
来
書
に
よ
る
と
弘
法
大
師
創
建
と
伝
え

ら
れ
て
お
り
、
大
師
が
、
同
寺
の
僧
を
訪
れ
た
と
の
伝
承
の
あ
る
古
寺
で
、

ま
た
、
中
世
神 か

ん

崎
ざ
き
の

庄
し
ょ
う

の
領
家
方
の
政 ま

ん

所
ど
こ
ろ

と
し
て
建
立
さ
れ
た
寺
で
あ

る
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
寺
に
は
、
15
世
紀
の
古
い
鰐
口
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
鰐
口
は
、

直
径
24

cm
、 

厚
さ
7.6

cm
、 

片
面
左
に
「
応
仁
元
捻
（
一
四
六
七
） 

六

月
一
日
」、
右
に
「
願
主
女
太
施
主
辛
巳
」
の
紀
年
銘
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

中
央
に
は
梅
鉢
紋
の
浮
彫
が
あ
り
ま
す
。 

 

町
内
の
神
社
や
お
寺
に
は
中
世
か
ら
近
世
の
鰐
口
が
現
在
10
口
ば
か
り

発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。 

応
仁
元
年
鋳
造
の
鰐
口 

は
、
郡
内
で
戦
の
あ
っ 

た
、
寛
正
３
年
（
一
四 

六
二
）
の
乱
や
応
仁
頃 

の
戦
乱
の
影
響
を
う
け 

て
奉
納
さ
れ
た
も
の
と 

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

※
鰐
口
と
は 

打 う
ち

金 が
ね

・
張
合
・
金 こ

ん

鼓 く

と 

も
呼
ば
れ
る
銅
製
の
鳴 

ら
し
具
（
梵
音
具
）
で
、 

鉄
製
の
も
の
も
あ
る
。 


