
●
今
回
の
調
査
の
内
容
を
教
え
て
く
だ
さ
い

長
）
今
回
の
調
査
で
は
、
窯
本
体
の
場
所
、

構
造
な
ど
を
調
べ
ま
し
た
。

　

調
査
に
よ
り
弥
七
田
織
部
を
焼
い
た
窯
の

性
格
が
分
か
れ
ば
、
国
史
跡
の
指
定
に
近

づ
き
ま
す
。

●
弥
七
田
古
窯
は
ど
ん
な
窯
な
の
で
し
ょ
う

か
長
）
県
史
跡
・
大
萱
古
窯
跡
群
の
１
つ
で
、

17
世
紀
前
半
の
連
房
式
登
窯
と
考
え
ら

れ
て
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
弥
七
田
織
部
と
呼
ば
れ
る
織
部
の

ブ
ラ
ン
ド
品
を
焼
い
た
窯
と
し
て
も
知

ら
れ
て
い
ま
す
。

●
弥
七
田
織
部
と
は
、
ど
ん
な
焼
物
で
す
か

長
）
弥
七
田
古
窯
で
焼
か
れ
た
織
部
の
特
別

な
名
称
で
す
。
絵
筆
の
運
び
や
緑
釉
の
た

ら
し
か
け
に
大
き
な
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
精
巧
で
薄
作
り
の
器
体
に
、
赤
や

茶
の
色
彩
を
効
果
的
に
用
い
て
文
様
を

描
い
て
い
ま
す
。

●
弥
七
田
織
部
は
誰
が
使
っ
て
い
た
の
で

し
ょ
う
か

長
）
武
士
階
級
よ
り
も
一
部
の
商
人
層
に
好

ま
れ
、
愛
蔵
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

全
国
で
も
城
館
跡
で
は
ほ
と
ん
ど
出
土
せ

ず
、京
都
な
ど
一
部
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

●
調
査
で
ど
ん
な
も
の
が
見
つ
か
り
ま
し
た

か
長
）
連
房
式
登
窯
の
窯
本
体
を
２
基
（
１
号
、

２
号
）
確
認
し
ま
し
た
。

　

共
同
窯
（
一
族
や
同
業
者
な
ど
が
共
同
で

管
理
す
る
窯
）
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

●
２
つ
の
窯
を
併
用
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
し
ょ
う
か

長
）
い
い
え
。
最
初
は
１
号
窯
が
使
わ
れ
て

い
て
、１
号
窯
が
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
後
、

２
号
窯
を
造
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

同
じ
場
所
に
、
す
ぐ
に
新
し
い
窯
を
造
り

替
え
る
の
は
珍
し
い
事
例
で
す
。
器
を

焼
く
際
に
必
要
な
施
設
が
そ
ろ
っ
て
い

た
り
、
１
号
窯
の
跡
地
の
傾
斜
が
新
し

い
窯
を
造
る
の
に
利
用
し
や
す
い
な
ど
、

良
い
条
件
が
そ
ろ
っ
て
い
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

１
号
窯
の
跡
は
２
号
窯
に
覆
わ
れ
て
い
た

た
め
、
良
好
な
状
態
で
残
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
こ
の
た
め
、
出
土
遺
物
や
柱
（
狭さ

間ま

柱
）
の
構
造
に
つ
い
て
、
た
く
さ
ん
の

発
見
が
あ
り
ま
し
た
。

●
他
の
窯
と
違
っ
て
い
る
点
は
あ
り
ま
し
た

か
長
）
円
形
と
四
角
形
の
２
種
類
の
柱
が
使
わ

れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
狭
間

柱
は
、
歴
史
的
に
は
円
形
か
ら
四
角
形
に

移
行
し
て
い
く
の
で
す
が
、
今
回
の
よ
う

に
形
の
違
う
柱
が
混
在
し
て
い
る
構
造

は
、
他
に
例
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

元
屋
敷
古
窯
（
土
岐
市
）
以
降
、
各
地
で

様
々
な
構
造
の
窯
に
発
展
し
て
い
く
の

で
す
が
、
そ
の
模
索
の
時
期
に
当
た
る
窯

だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

●
ど
う
い
っ
た
も
の
が
焼
か
れ
て
い
た
の
で

し
ょ
う
か

長
）
鉄
釉
や
長
石
釉
の
碗
の
破
片
が
多
く
出

土
し
ま
し
た
。
２
種
類
の
う
わ
ぐ
す
り
を

か
け
る
な
ど
、
ひ
と
手
間
か
け
た
高
級
志

向
の
製
品
が
多
い
と
い
う
印
象
で
す
。

　

ま
た
、
出
土
し
た
遺
物
か
ら
「

」「
千
」

の
窯
記
号
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
先
に
牟

田
洞
古
窯
跡
、
窯
下
古
窯
跡
で
出
土
し
た

も
の
と
共
通
す
る
記
号
で
、
同
じ
集
団
が

関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

●
窯
の
周
辺
で
、
陶
工
た
ち
が
生
活
し
て
い

た
の
で
し
ょ
う
か

長
）屋
敷
跡（
生
活
す
る
場
所
）や
工
房
跡（
陶

器
を
作
っ
た
り
、製
品
を
選
別
す
る
場
所
）

は
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

陶
工
な
ど
、
関
係
者
は
窯
の
近
く
に
住
ん

で
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
も
し

か
す
る
と
離
れ
て
い
た
場
所
に
住
ん
で

い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
窯
を
会
社
だ
と

考
え
る
と
、
現
代
の
私
た
ち
と
同
じ
よ
う

に
通
勤
生
活
を
送
っ
て
い
た
可
能
性
も

あ
り
ま
す
ね
。

●
今
後
の
予
定
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い

長
）
柱
の
形
を
は
じ
め
、
弥
七
田
古
窯
は
同

時
期
の
窯
跡
と
は
異
な
る
構
造
を
し
て

い
ま
す
。
こ
の
た
め
構
造
の
全
体
像
が
推

定
し
づ
ら
く
、各
部
屋
の
出
入
口
の
位
置
、

煙
出
し
部
分
の
構
造
、
全
体
の
形
な
ど
不

明
な
点
が
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。

　

今
後
の
追
加
調
査
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
点

が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
窯
や
焼
物
の
発
展

の
過
程
が
分
か
っ
て
く
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　

い
つ
か
、
当
時
の
陶
工
が
、
こ
の
弥
七
田

古
窯
を
介
し
て
可
児
市
と
ど
の
よ
う
に

関
わ
っ
て
い
た
の
か
分
か
る
よ
う
な
発

見
が
あ
る
と
い
い
で
す
ね
。

　

市
は
、
牟
田
洞
古
窯
跡
、
窯
下
古
窯

跡
と
と
も
に
大
萱
古
窯
跡
群
と
し
て
来

年
度
以
降
の
国
史
跡
指
定
を
目
指
し
、

出
土
し
た
遺
物
の
整
理
や
報
告
書
作
成

を
進
め
て
い
き
ま
す
。

連
房
式
登
窯
と
は

　

朝
鮮
か
ら
唐
津
に
技
術
が
伝
わ
り
、

土
岐
の
元
屋
敷
古
窯
で
最
初
に
築
か
れ

ま
す
。
そ
の
後
、
美
濃
や
尾
張
（
瀬
戸
）

に
広
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
調
査
に
つ
い
て
、

　

担
当
し
た
学
芸
員
に
聞
い
て
み
ま
し
た
。

燃焼室でおこされた炎は、部屋
の境の下方に開けられた穴を通
り、部屋を順番に伝わっていく。

複数の部屋がつながっている。
部屋ごとに出入口があり、製品
を出し入れできる。

狭間柱
ガスや炎を上の部屋に導く通炎
穴にある柱。

文化財課
　　　長江　真和

弥七田織部の焼かれた歴史
弥
や
七
しち
田
だ
古窯跡試掘調査

　市は、織部焼で名高い「弥七田織部」の焼かれた窯・弥七田古窯を調査しました。
　今回明らかになった窯跡や焼物にまつわる歴史を知って
　身近な人たちにも話してみませんか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問合先　文化財課

可児市

大萱古窯跡群

調査の様子四角形の柱

うわぐすりを２度かけて焼いて
います。この工程により、多
彩な色合いを表現しています。

出土遺物に見られる窯記号（左は「 」、
右は「千」）。

円形の柱

広報かに  2015.12.1　23　広報かに  2015.12.1



2号窯
一次床面

2号窯
一次床面

2号窯
二次床面

1号窯床面

側壁

10ｍ 5ｍ 0ｍ

5ｍ

0ｍ

製品を焼く部屋②

製品を焼く部屋①

製品を焼く部屋③

製品を焼く部屋④

製品を焼く部屋⑤

製品を焼く部屋⑥

製品を焼く部屋⑦

製品を焼く部屋は
少なくとも
７室以上

１号窯の上に
２号窯が造られて
いました

１号
窯

２号
窯

床面には焼台や
角・丸形の柱が
あります

露出した狭間柱を
発見

天井支柱

狭間柱

焼台（跡）

１号窯床面

２号窯一次床面

２号窯二次床面

　織部は古田織部の意匠を反映した焼物と言わ
れており、土岐市の元屋敷古窯で初めて焼かれ
たと考えられています。織部はそれ以前の焼物
と異なり、さまざまな形、絵柄や釉薬などの多
彩な色彩をもった焼物です。
　博多の商人である神

かみ

谷
や

宗
そう

湛
たん

の茶会記の中で、
ヒヅミがみられる茶碗を「ヘウゲモノ（ひょう
きんなもの）」と表現しており、これは織部焼と
考えられています。
　織部は技法などにより青織部、赤織部、鳴海
織部などがあります。焼かれたのは江戸時代で
すが、安土桃山文化の影響を色濃く受けた焼物
と思われます。古田織部の没後、織部焼は姿を
消したため、焼かれた期間はわずか 20年程度
でした。

華やかな国産陶器が登場します。

筆で絵を描き、形に「ユガミ」「ヒヅミ」が
みられるなど、作為的な意匠が多くみられる
ようになります。

鉄釉を全体にかけ、焼いて

いる最中に引き出して急冷

させた茶碗です。

草木の灰などを使用した釉

薬をかけています。緑の釉薬

を部分的に用いたり、線刻で

絵を描いたりします。

長石を使用した釉薬をかけ

た日本初の白い焼物です。

筆で下絵を初めて描きまし

た。

文様を描く部分のみ銅緑釉

をかけないようにし、文様

部分に長石釉をかけ分けて

います。

鉄釉をかけ、作為的に歪ま

せています。窓（側面の釉

をかけない部分）を空け、

文様を描いたりします。

赤土を用いて、白泥と鉄釉

で文様を描いています。

型を使って作られており、

赤土と白土を用いています。

複数の釉薬のかけ分けによ

り、多彩な文様を表現して

います。

型を使うことで四角い器を

作れるようになったほか、

量産も可能になりました。

青織部

瀬戸黒

志野

織部

黄瀬戸

織部とは 美濃桃山陶の種類と変遷

黒織部

鳴海織部

赤織部

弥七田織部 弥七田織部

　
　
安
土
桃
山
時
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
江
戸
時
代
初
期

今回掲載した焼物の一部は、可児郷土
歴史館で見ることができます。

平

面

図

断

面

図

400年前の窯を見てみよう
弥七田古窯跡
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