
02

み
か
わ
ち
焼

4
0
0
年
以
上
の
歴
史
を
持
つ
器
の
町
、
三
川
内
。

江
戸
時
代
に
は
平
戸
藩
の
厚
い
保
護
の
下
、
朝
廷
や
幕

府
へ
の
献
上
品
を
制
作
。
高
度
な
技
で
作
ら
れ
た
繊
細

優
美
な
器
は
海
を
渡
り
、

世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
た

19

ち
を
も
魅
了
し
ま
し
た
。

近
年
、
三
川
内
で
は
こ
う
し
た
独
自
の
伝
統
を
見
直

し
、
先
人
た
ち
の
技
術
を
再
興
す
る
取
り
組
み
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
と
し
か
ら
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た

経
験
を
基
に
、
各
窯
元
が
新
し
い
器
を
開
発
す
る
取
り

組
み
「
匠
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
事
業
が
始
ま
り
ま
し
た
。

た
く
み

今
回
の
特
集
は
、
佐
世
保
が
誇
る
伝
統
工
芸
「
み
か
わ

ち
焼
」
。
伝
統
を
守
り
、
技
術
を
追
求
し
な
が
ら
新
し
い

器
作
り
に
挑
む
、
産
地
の
取
り
組
み
を
紹
介
し
ま
す
。

こ
こ
で
し
か
出
来
な
い
器

特
集
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●1三川内東窯跡（三川内町）。三川内に2カ所あった御用窯の一つで、江戸時代から昭
和にかけて稼働。通焔孔（つうえんこう）の一部が残っている●2染付桜花文皿（江戸時
代後期）●3染め付けの雲と龍が一体となった、染付雲龍文花瓶（明治・大正時代）。龍の
うろこやひげまで細かく表現される●4木連絵花瓶（明治時代）。「置き上げ」の手法で、
花が浮き立っている ※●2～●4は三川内焼美術館展示品

●3

●4

【
参
考
文
献
】「
佐
世
保
の
歴
史
」「
三
川
内
焼
窯
元
巡
り
皿
山
三
昧
」（
佐
世
保
市
）、「
図
説
佐
世
保
・
平
戸
・

松
浦
・
北
松
の
歴
史
」（
郷
土
出
版
社
）、「
長
崎
の
や
き
も
の
」（
下
川
達
彌
著
・
下
川
納
理
子
発
行
）

九
州
地
方
で
陶
磁
器
の
生
産
地
を
指
す

「
皿
山
」
。
か
つ
て
平
戸
三
皿
山
と
呼
ば
れ

た
三
川
内
、
木
原
、
江
永
の
始
ま
り
に
は
伝

説
的
な
陶
工
た
ち
の
存
在
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
一
人
が
、
今
村
三
之
丞
で
す
。
三
之

さ
ん
の
じ
よ
う

丞
は
、
平
戸
藩
主
松
浦
鎮
信
が
慶
長
の
役

し
げ
の
ぶ

（
朝
鮮
出
兵
）
の
後
、
連
れ
帰
っ
た
朝
鮮
陶

工
・
巨
関
の
子
で
し
た
。
針
尾
島
で

こ

せ
き

網
代

あ

じ
ろ

陶
石
を
発
見
し
た
と
さ
れ
る
三
之
丞
は
三

川
内
長な

が

葉は

山
で
作
陶
を
開
始
。
寛
永
（
1

や
ま

15

6
3
8
）
年
に
平
戸
藩
御ご

用よ
う

窯
の
責
任
者
、

が
ま

三
川
内
皿
山
棟
梁
兼
代
官
と
な
り
ま
し
た
。

と
う
り
よ
う

も
う
一
人
の
祖
と
し
て
、
朝
鮮
陶
工
の
高こ

う

麗
媼
が
い
ま
し
た
。
唐
津
・

ら
い
ば
ば

椎
ノ

し
い

峯
の
中

み
ね

里
茂
右
衛
門
へ
嫁
い
だ
高
麗
媼
は
、
夫
と
死

も

え

も
ん

別
後
、
元
和
8
（
1
6
2
2
）
年
に
三
川
内

長
葉
山
に
窯
を
開
き
ま
し
た
。
百
歳
を
超

え
る
長
寿
を
全
う
し
て
三
川
内
焼
の
発
展

に
力
を
尽
く
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
も
う
一
つ
の
ル
ー
ツ
が
唐
津
・

岸き
し

岳
を
拠
点
と
し
た
陶
工
集
団
で
す
。
文

だ
け

禄
元（
1
5
9
2
）
年
、
陶
工
を
保
護
し
て

い
た
領
主
・
波
多
氏
が
追
放
さ
れ
た
た
め

は

た

各
地
に
離
散
し
た
陶
工
た
ち
の
一
部
は
、
木

原
や
三
川
内
で
最
初
の
窯
を
開
い
た
と
言

わ
れ
ま
す
。

寛
永
（
1
6
4
3
）
年
に
は
木
原
、
江

20

永
に
皿
山
役
所
の
出
張
所
が
置
か
れ
、
平
戸

三
皿
山
が
成
立
。
そ
し
て
今
村
三
之
丞
の

子
、
弥
次
兵
衛
の
こ
ろ
に
御
用
窯
の
御
細
工

や

じ

べ

え

所
（
工
房
）
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
天
草
陶

あ
ま
く
さ

石
を
数
種
類
の
陶
石
と
調
合
す
る
こ
と
で
、

純
白
の
磁
器
制
作
が
可
能
に
な
っ
た
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
三
川
内
は
平
戸
藩
の
厚
い

保
護
の
下
、
朝
廷
や
将
軍
家
、
大
名
へ
の
献

上
品
を
焼
く
御
用
窯
と
し
て
発
展
。
陶
土

を
塗
り
重
ね
図
柄
を
立
体
的
に
表
現
す
る

「
置
き
上
げ
」
の
技
法
や
、
日
本
画
の
よ
う

な
描
写
な
ど
、
他
の
追
随
を
許
さ
な
い
高
度

な
技
術
を
確
立
し
ま
し
た
。

世
紀
に
は
、
み
か
わ
ち
焼
は
ヨ
ー
ロ
ッ

19
パ
に
輸
出
さ
れ
ま
し
た
。
薄
作
り
の
白
磁

は
高
い
評
価
を
得
、
当
時
の
物
が
大
英
博
物

館
な
ど
に
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

明
治
時
代
に
入
り
民
営
窯
と
な
っ
た
後

も
、
唐か

ら

子
絵
の
器
を
は
じ
め
、
日
本
中
の
食

こ

卓
で
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

御
用
窯
で
培
わ
れ
、
世
界
で
評
価
さ
れ
た

三
川
内
の
伝
統
美
と
技
術
。
そ
の
心
意
気

は
現
代
の
陶
工
た
ち
に
脈
々
と
受
け
継
が

れ
て
い
ま
す
。

皿
山
を
作
っ
た
陶
工
た
ち

純
白
の
白
磁
と
御
用
窯

皿山の歴史を訪ねる
三川内、木原、江永

●1

●2

みかわち焼特集
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か
つ
て
、
み
か
わ
ち
焼
は
平
戸
焼
と
呼
ば

れ
、
繊
細
を
極
め
た
器
は
多
く
の
人
を
魅
了

し
ま
し
た
。
近
年
、
三
川
内
で
は
平
戸
焼
の

技
術
を
復
興
し
、
現
代
の
器
作
り
に
生
か
す

取
り
組
み
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
て

生
ま
れ
た
ブ
ラ
ン
ド
「
ネ
オ
み
か
わ
ち
」
は
、

使
い
や
す
い
デ
ザ
イ
ン
、
手
ご
ろ
な
価
格
で

楽
し
め
る
み
か
わ
ち
焼
と
し
て
好
評
で
す
。

そ
し
て
本
年
度
か
ら
は
、
各
窯
元
が「
み

か
わ
ち
焼
」
ら
し
さ
を
追
求
す
る
新
し
い
器

作
り
、「
匠
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
始
ま
り
ま

し
た
。
こ
の
事
業
に
つ
い
て
、
幹
事
役
を
務

め
る
嘉
久
正

か
く
し
よ
う

窯
の

が
ま

里
見
寿
隆
さ
ん
に
お
話

さ
と

み

と
し
た
か

を
伺
い
ま
し
た
。

匠
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
ま
ず
取
り
組
む
の

が
、
み
か
わ
ち
焼
な
ら
で
は
の
軽
さ
と
手
触

り
を
生
む
「
薄
作
り
」
の
技
術
向
上
で
す
。

う
す
づ
く

「
三
川
内
で
は
平
成

年
度
か
ら
、
平
戸

20

焼
の
再
現
や
技
法
を
復
興
し
た
ほ
か
、
産
地

の
特
徴
で
あ
る
薄
い
作
り
を
大
事
に
し
て

製
品
開
発
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。
今

回
の
匠
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
も
、『
薄
作
り
の

町
、
み
か
わ
ち
』
を
皆
さ
ん
に
強
く
印
象
付

け
た
い
気
持
ち
が
あ
り
ま
し
た
」
。

そ
し
て
、
も
う
一
つ
力
を
入
れ
て
い
る
の

が
、
三
川
内
を
代
表
す
る
技
法「
染
め
付
け
」

（
陶
磁
器
に
絵
を
描
く
技
法
）
の
技
術
で
す
。

本
年
度
は
呉
須
（
青
色
顔
料
）
の
調
合
を
見

ご

す

直
し
、
天
然
呉
須
が
持
つ
深
み
の
あ
る
発
色

に
近
づ
け
る
研
究
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ひ
と
目
で
み
か
わ
ち
焼
と
分
か
る
「
白
磁

に
青
」
。
呉
須
が
生
み
出
す
青
の
色
合
い
は
、

各
窯
元
が
そ
れ
ぞ
れ
微
妙
な
違
い
を
出
し

て
い
る
大
事
な
部
分
な
の
だ
そ
う
で
す
。

匠
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

（
器
の
専
門
家
）
を
招
い
て
、
窯
元
へ
の
ア

ド
バ
イ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。
新
し
い
製

品
作
り
は
、
窯
元
が
作
り
た
い
器
と
、
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
か
ら
の
提
案
と
の
両
方
を
軸
に

進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

新
し
い
器
づ
く
り

薄
作
り
の
町
、
み
か
わ
ち

「匠プロジェクト」が始まりました
各窯元が考える、みかわち焼の新しい器作り

嘉
久
正
窯
が
制
作
し
た
試
作
品
。【
手
前
右
】
江
戸
時
代
の
名
作「
棕
梠（
し
ゅ
ろ
）

葉
形
皿
」の
復
刻
品
。【
手
前
中
央
】
同
じ
も
の
を
深
め
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
皿
。

【
奥
】
ガ
ラ
ス
細
工
の
よ
う
に
薄
い
、
磁
器
製
の
コ
ッ
プ
。

里見 寿隆さん 写実的な染め付けを得意とする
嘉久正窯の八代目。伝統を守りながら、新しい器
作りにも意欲的な窯元です。

「
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
坂
井
基
樹
さ
ん
は
、

さ
か
い
も
と
き

陶
磁
器
の
雑
誌
を
長
年
手
掛
け
、
全
国
の
焼

き
物
に
精
通
す
る
人
。
デ
ザ
イ
ン
や
絵
柄

の
構
図
に
も
ア
ド
バ
イ
ス
が
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、
三
川
内
は
飾
り
皿
は
大
得
意
な
ん

で
す
。
で
も
食
器
の
場
合
、
絵
柄
は
描
き
過

ぎ
な
い
方
が
料
理
も
映
え
ま
す
よ
ね
」
と
、

余
白
の
役
割
や
、
絵
柄
の
効
果
的
な
配
置
に

も
目
が
向
く
よ
う
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。

今
後
、
匠
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
先
人
た
ち

の
作
品
の
中
か
ら
、
今
で
も
通
じ
る
デ
ザ
イ

ン
や
絵
柄
を
見
付
け
る
作
業
も
行
わ
れ
ま

す
。「
昔
の
器
を
見
て
『
い
い
な
』
と
感
じ
る

デ
ザ
イ
ン
に
は
、
現
代
に
も
通
用
す
る
も
の

が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
」
。
温
故
知
新
。
新

し
い
器
作
り
の
手
掛
か
り
は
、
先
人
た
ち
が

手
掛
け
て
き
た
作
品
の
中
に
あ
り
ま
し
た
。

近
年
、
全
国
的
に
業
務
用
食
器
の
生
産
量

は
減
少
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況

の
変
化
を
受
け
、
匠

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、

生
産
が
増
加
し
て
い

る
一
般
消
費
者
向
け

の
器
を
主
に
開
発
す

る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
ま
す
。
こ
こ

で
、
里
見
さ
ん
に
産
地
と
し
て
こ
の
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
取
り
組
む
意
図
を
尋
ね
ま
し

た
。「

三
川
内
は
産
地
と
し
て
の
規
模
が
小
さ

い
所
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
一
つ
の
窯
元
で

売
り
込
む
よ
り
、
各
窯
元
が
製
品
開
発
を
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
が
う
ま
く
出
た
器
が

集
ま
る
方
が
、
商
品
構
成
も
豊
富
に
で
き
る

し
、
初
め
て
見
る
人
に
も
み
か
わ
ち
焼
と
し

て
の
イ
メ
ー
ジ
が
伝
わ
り
や
す
い
と
思
っ

た
ん
で
す
。
今
回
の
匠
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
事

業
の
成
果
と
し
て
、
そ
う
い
う
展
開
が
で
き

る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
」。

有
田
、
波
佐
見
を
含
む
肥
前
窯
業
地
帯
に

あ
っ
て
、
三
川
内
で
は
陶
工
の
手
仕
事
、
質

の
高
い
伝
統
技
術
が
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。

反
面
、
産
地
と
し
て
知
名
度
が
十
分
で
は
な

い
、
と
の
思
い
が
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

「
み
か
わ
ち
焼
の
こ
と
を
も
っ
と
知
っ
て

も
ら
い
た
い
で
す
ね
。
そ
の
た
め
に
は
、
良

い
器
を
作
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
そ
の

背
景
に
は
脈
々
と
続
く
伝
統
や
高
い
技
術

が
あ
る
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
が
伝
わ
れ
ば
、

興
味
を
持
っ
て
く
れ
る
人
も
増
え
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
」。

05

産
地
と
し
て
の
思
い

今
後
の
展
開

●1嘉久正窯でのかんな削り
の様子●2～●4プロジェクト
に参加する平戸松山窯の工

しようざん

房●5玉泉窯が試作した、透
ぎよくせん

かし彫りを施した白磁の
カップと磁器製の巻き簾

●1

●2●3

●4●5
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現
在
、
匠
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は

の
窯
元

10

が
参
加
し
て
い
ま
す
。
各
窯
元
で
は
ど
の

よ
う
な
器
が
作
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

今
回
は
そ
の
中
の
一
つ
、
平
戸
洸
祥
団
右

こ
う
し
よ
う
だ
ん
う

ヱ
門
窯
の
十
八
代
目
、

え
も
ん
が
ま

中
里
太
陽
さ
ん
か
ら
、

な
か
ざ
と
た
い
よ
う

試
作
中
の
テ
ィ
ー
カ
ッ
プ
を
見
せ
て
も
ら

い
ま
し
た
。

「
あ
る
お
客
さ
ま
か
ら
、
昭
和
初
期
に
こ

の
窯
で
作
っ
た
カ
ッ
プ
を
見
せ
て
も
ら
っ

た
の
が
き
っ
か
け
で
し
た
」
。
そ
の
カ
ッ
プ

は
窯
元
に
も
残
っ
て
い
な
い
貴
重
な
も
の

で
し
た
。
当
時
、
こ
の
窯
元
で
は
宮
内
省

（
現
在
の
宮
内
庁
）に
も
食
器
を
納
め
て
い

た
そ
う
で
す
。
半
世
紀
以
上
の
時
を
経
て

作
り
手
の
元
に
戻
っ
て
き
た
器
。「
気
品
の

あ
る
器
で
し
た
ね
。
新
製
品
に
は
洋
食
器

を
作
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
匠

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
こ
の
カ
ッ
プ
の
復
刻
版

を
作
る
こ
と
に
し
た
ん
で
す
」
。

今
後
、
こ
の
カ
ッ
プ
を
は
じ
め
、
パ
ス
タ

ス
プ
ー
ン
な
ど
の
洋
食
器
も
開
発
す
る
予

定
だ
そ
う
で
す
。

「
テ
ィ
ー
カ
ッ
プ
か
ら
、
洋
の
食
卓
へ
と

広
が
り
を
持
た
せ
て
提
案
し
た
か
っ
た
。

も
と
も
と
は
和
食
器
や
茶
道
具
な
ど
、
伝
統

的
な
和
の
器
が
得
意
な
ん
で
す
が
、
自
分
た

ち
の
食
生
活
も
和
食
も
あ
れ
ば
、
洋
食
も
あ

り
ま
す
。
和
の
雰
囲
気
を
残
し
な
が
ら
も
、

今
の
暮
ら
し
に
合
っ
た
現
代
的
な
器
も
作

り
た
い
で
す
ね
」
と
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

今
回
の
匠
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
の
器
作
り

を
、
中
里
さ
ん
は
こ
う
表
現
し
ま
し
た
。

「
ス
ト
ー
リ
ー
（
物
語
）
の
あ
る
も
の
作

り
で
す
」。
器
だ
け
で
な
く
、
そ
の
背
景
に

あ
る
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
や
、
み
か
わ
ち

焼
の
歴
史
、
伝
統
を
表
現
で
き
れ
ば
と
い
い

ま
す
。

大
量
生
産
・
大
量
消
費
の
も
の
作
り
が
岐

路
を
迎
え
、
消
費
者
が
共
感
で
き
る
も
の
作

り
へ
の
需
要
が
高
ま
っ
て
い
る
現
在
。
今

求
め
ら
れ
る
器
と
は
何
か
を
考
え
続
け
る
、

作
り
手
の
真し

ん

摯
な
姿
勢
が
伺
え
ま
し
た
。

し

現
在
、
匠
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
平
成

年
25

の
製
品
化
を
目
指
し
、
各
窯
元
が
新
し
い
器

を
数
点
ず
つ
開
発
。
手
作
り
の
温
か
み
を

持
ち
な
が
ら
も
、
手
に
取
り
や
す
い
価
格
帯

の
も
の
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
三
川
内
で

し
か
出
来
な
い
器
作
り
へ
向
け
て
、
匠
た
ち

の
新
た
な
挑
戦
が
始
ま
り
ま
し
た
。

物
語
の
あ
る
器
づ
く
り

新
し
い
器
の
開
発
現
場
へ

●1昭和初期のティーカップ（左）と試作中の復刻版（右）●2工房での中里さん（左）と絵付けを担当する職人
●3へらと土だけで、桜の花がそこに咲くかのように表現する●4中里さんの作による、水指（みずさし）と呼ばれる茶道具

●1

●2

●3

●4
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問みかわち焼の振興に関すること子企業立地・観光物産振興局 緯24-1111、三川内陶磁器工業協同組合 緯30-8311

みかわち焼を生活の中へ
使ってみれば、その良さが伝わります

レンガ造りの煙突や工房など、昔ながらの皿山の風
情が色濃く残る三川内地区。また、歴史あるこの地区
には御用窯時代の旧跡や平戸藩ゆかりの名所など、た
くさんの見所があります。
現在、三川内地区では散策しながら、この町の歴史
や魅力に触れることができる「まち歩き」の取り組みを
行っています。三川内町まちづくり部では、「まち歩き
ガイド」を実施。また三川内陶磁器工業協同組合では、
窯場や名所の散策マップを作成し、三川内焼伝統産業
会館や各窯元などで配布する予定です。

やきものの里散策
三川内まち歩きガイド

所要時間 1～2時間
ガイド料 1,500円（3人から）

1人追加500円
※1週間前までに要予約。
※ご希望により窯元見学な
ども対応しています。

問三川内陶磁器工業協同組合 三川内本町343 緯30-8311

みかわち焼の窯元は現在市内にお
よそ40カ所あり、多彩な器を日々作
り続けています。
本市は平成21年度から、みかわち
焼を「世知原茶」「九十九島かき」とと
もに、重点的に販売促進を行う「戦
略産品」に指定。産地の皆さんと協
力しながら、全国への情報発信や市
場開拓などを行っています。
伝統の技、丁寧な作りが生む手触
りと質感。使ってみれば、その良さ
が伝わります。さまざまな窯元を
回ってお気に入りのものを選ぶのも、
産地ならではの楽しみです。
佐世保が誇る器、みかわち焼を普
段の暮らしの中にもぜひ取り入れて
みませんか。

「させぼ四季彩館」では、みかわち焼のさ
まざまな窯元の器を取りそろえています。
贈り物やお土産にもどうぞ。

させぼ四季彩館
三川内本町289-1 緯30-7744

4世紀にわたる三川内の歴史を肌で感じる

平戸寿司体験

古い旅籠（旅館）を改装し
はたご

た「泰平や」で、郷土料理
たいへい

「平戸寿司」を作ります。
体験料 1人1,200円

（5人から）
※4日前までに要予約。

みかわち焼特集


