
今
は
昔
、
土
岐
市
で
幸
せ
を
願
っ
て
奉
納
さ
れ
た
こ
ま
犬
が
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
年
、

ア
メ
リ
カ
の
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
と
ソ
連
の
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
最
高
会
議
議
長
が
マ
ル
タ
島

で
会
談
し
、
東
西
冷
戦
の
終
結
と
新
時
代
の
到
来
を
宣
言
し
ま
し
た
。

今
月
は
25
年
前
の
平
成
元
年
（
１
９
８
９
年
）
の
土
岐
市
を
振
り
返
り
ま
す
。

平成元年（1989）年
「広報とき」より
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平成元年に、下石町の八剣神社に奉納さ
れている陶製のこま犬２対と１体の３件が
市の文化財に指定されました。こま犬は、
置かれた場所と材質によって性質に違いが
あります。石造のこま犬が神社社殿前で神
社を守る聖獣として置かれているのに対し、
陶製のこま犬は願いを込めて神前に奉納さ
れたものだそうです。
この他に、白山神社（泉町）の陶製のこ

ま犬２対も市指定文化財となっています。

当時の庶民の生活と焼き物との
つながりを知る　　　〈８月15日号掲載〉

奉納した人物の名や年号などが記
されており、当時の陶磁器の技術の
移り変わりや庶民の焼き物文化との
関わりを知ることができます。

灰釉緑釉流し狛犬（一対）

鉄釉狛犬（一体）鉄釉狛犬（一対）
こま

広報とき　2013.１.1515

日
照
時
間
が
短
い
冬
は
、
照
明
を

つ
け
る
時
間
が
長
く
な
り
ま
す
。
さ

ら
に
暖
房
の
使
用
も
増
え
る
た
め
、

冬
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
が
ぐ
っ
と
増

え
、
出
費
が
か
さ
む
季
節
で
も
あ
り

ま
す
。
実
は
、
冬
こ
そ
省
エ
ネ
に
努

め
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

■
照
明
の
省
エ
ネ

あ
な
た
の
お
宅
で
白
熱
電
球
を
使

っ
て
い
る
箇
所
は
あ
り
ま
す
か
？
白

熱
電
球
は
、
思
っ
て
い
る
以
上
に
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
必
要
と
し
ま
す
。
今
お

使
い
の
白
熱
電
球
の
取
り
替
え
時
期

が
き
た
ら
、
思
い
切
っ
て
省
エ
ネ
型

の
物
に
取
り
替
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

電
球
型
蛍
光
ラ
ン
プ
や
Ｌ
Ｅ
Ｄ
電
球

は
白
熱
電
球
に
比
べ
て
高
額
で
す
が
、

寿
命
が
長
く
、
消
費
電
力
が
少
な
い

の
が
特
徴
で
す
。
初
期
投
資
は
多
額

で
も
、
長
い
目
で
見
る
と
お
得
で
す
。

頻
繁
に
使
う
箇
所
ほ
ど
、
こ
の
効
果

は
高
く
な
り
ま
す
。
照
明
を
つ
け
る

時
間
が
長
い
こ
の
季
節
に
、
照
明
を

見
直
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

■
暖
房
の
省
エ
ネ

冬
の
光
熱
費
の
う
ち
、
多
く
を
占

め
る
の
が
エ
ア
コ
ン
や
ガ
ス
、
石
油

フ
ァ
ン
ヒ
ー
タ
ー
な
ど
の
暖
房
機
器

で
す
。
部
屋
が
暖
ま
っ
た
ら
そ
の
ま

ま
つ
け
っ
放
し
に
し
な
い
で
、
消
し

た
り
温
度
を
下
げ
た
り
す
る
な
ど
し

て
、
必
要
に
応
じ
て
使
用
し
ま
し
ょ

う
。ま

た
、
暖
房
の
設
定
温
度
は
20
℃

を
目
安
と
し
、
寒
い
と
感
じ
た
ら
、

服
を
１
枚
余
分
に
着
る
な
ど
の
工
夫

を
し
ま
し
ょ
う
。
ニ
ッ
ト
の
カ
ー
デ

ィ
ガ
ン
を
１
枚
羽
織
る
と
、
な
ん
と

２
・
２
℃
も
体
感
温
度
が
上
が
る
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ほ
か
に
も
、
室

温
を
保
つ
た
め
に
ド
ア
の
開
閉
を
少

な
く
す
る
こ
と
や
、
加
湿
器
で
湿
度

を
上
げ
て
暖
か
く
感
じ
る
よ
う
に
す

る
な
ど
の
工
夫
も
あ
り
ま
す
。

冬
の
省
エ
ネ
も
工
夫
次
第
。
我
慢

せ
ず
賢
く
温
か
く
な
り
た
い
で
す
ね
。

冬
の
省
エ
ネ

で
き
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う

次
は
あ
な
た
も　

エ
コ
ラ
イ
フ


