


目
も く

  次
じ

「日
に

本
ほ ん

遺
い

産
さ ん

」ってなに？

日
に

本
ほ ん

には，その土
と

地
ち

ごとに，そこならではの
歴
れ き

史
し

や伝
で ん

統
と う

，風
ふ う

習
しゅう

や文
ぶ ん

化
か

があり，今
い ま

に受
う

け継
つ

がれています。これらの魅
み

力
りょく

的
て き

な物
も の

語
がたり

を国
く に

が
認
に ん

定
て い

したのが「日
に

本
ほ ん

遺
い

産
さ ん

」です。
全
ぜ ん

国
こ く

には，全
ぜ ん

部
ぶ

で104の日
に

本
ほ ん

遺
い

産
さ ん

があります。

　弟
おとうと

の「益
まし

子
こ

焼
やき

」は　
　笠

かさ

間
ま

焼
やき

の約
やく

80年
ねん

後
ご

に
　生

う

まれたよ。

山
やま

をはさんで隣
とな

り合
あ

う茨
いばら

城
き

県
けん

笠
かさ

間
ま

市
し

と栃
とち

木
ぎ

県
けん

益
まし

子
こ

町
まち

。
この2つのエリアのことを，
「笠

かさ

間
ま

」と「益
まし

子
こ

」で「かさましこ」といいます。
「かさましこ」は，
信
しが

楽
らき

焼
やき

から生
う

まれた焼
や

き物
もの

の兄
きょう

弟
だい

産
さん

地
ち

。
2020年

ねん

には，～兄
きょう

弟
だい

産
さん

地
ち

が紡
つむ

ぐ“焼
や

き物
もの

語
がたり

”～として，
日
に

本
ほん

遺
い

産
さん

に認
にん

定
てい

されました。
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ぼくが兄
あに

の
「笠

かさ

間
ま

焼
やき

」！

笠
か さ

間
ま

と益
ま し

子
こ

は
焼
や

き物
も の

の兄
き ょ う

弟
だ い

産
さ ん

地
ち

！



笠
か さ

間
ま

と益
ま し

子
こ

では古
ふ る

くから
焼

や

き物
も の

が作
つ く

られていたよ
なぜなら，焼

や

き物
も の

を作
つ く

るのに
必
ひ つ

要
よ う

なものがあったから

いい土
つ ち

があった！
焼
や

き物
もの

の材
ざい

料
りょう

は，粘
ねん

土
ど

。かさましこに
は，焼

や

き物
もの

を作
つく

るのに適
てき

した土
つち

があっ
たのです。

燃
ね ん

料
りょう

となる薪
ま き

があった！
焼
や

き物
もの

を作
つく

るには, 粘
ねん

土
ど

を焼
や

くための
火
ひ

が必
ひつ

要
よう

。かさましこでは，火
ひ

をたく
ための薪

まき

（木
もく

材
ざい

）がたくさんとれたの
です。

たくさんの水
み ず

があった！
粘
ねん

土
ど

を作
つく

るときに用
もち

いる水
みず

が豊
ほう

富
ふ

にあ
りました。ろくろで焼

や

き物
もの

の形
かたち

を作
つく

る
時
とき

も使
つか

われたと考
かんが

えられています。

紀
き

元
げ ん

前
ぜ ん

～800年
ね ん

代
だ い

古
こ

墳
ふ ん

時
じ

代
だ い

～平
へ い

安
あ ん

時
じ

代
だ い 焼

や

き物
も の

のはじまり

益
まし

子
こ

古
こ

窯
よう

跡
し

群
ぐん

1200年
ね ん

前
ま え

ごろに作
つ く

られた焼
や

き物
も の

（須
す

恵
え

器
き

）の破
は

片
へ ん

がみつかっていま
す。笠

か さ

間
ま

も益
ま し

子
こ

も同
お な

じ技
ぎ

術
じゅつ

を使
つ か

っ
て焼

や

き物
も の

を作
つ く

っていたことが，底
そ こ

のうずまき模
も

様
よ う

からわかります。

16000年
ねん

前
まえ

～2300年
ねん

前
まえ 2300年

ねん

前
まえ

～

1600年
ねん

前
まえ

～1000年
ねん

前
まえ

じょうもんどき
やよいどき

　　すえき　　　　　　　　　　　　　はじき

日
に

本
ほ ん

の焼
や

き物
も の

の歴
れ き

史
し

日
に

本
ほ ん

遺
い

産
さ ん

構
こ う

成
せ い

文
ぶ ん

化
か

財
ざ い

朝
ちょう

鮮
せん

半
はん

島
とう

の技
ぎ

術
じゅつ

をもとに作
つく

られ
た須

す

恵
え

器
き

。

縄文土器 弥生土器

朝
ちょう

鮮
せ ん

半
は ん

島
と う

須恵器 土師器



宇
う

都
つ の

宮
み や

氏
し

一
い ち

族
ぞ く

が
みやびな文

ぶ ん

化
か

をとりいれた
宇

う

都
つ の

宮
み や

氏
し

は，京
きょう

の都
みやこ

に
ゆかりのある武

ぶ

士
し

鎌
か ま

倉
く ら

幕
ば く

府
ふ

の
信
し ん

頼
ら い

も厚
あ つ

かった

約
やく

950年
ねん

前
まえ

から500年
ねん

にわたり，かさましこを治
おさ

め
ていた宇

う

都
つの

宮
みや

氏
し

は，京
きょう

の都
みやこ

に仕
つか

えていた由
ゆい

緒
しょ

ある家
いえ

柄
がら

の武
ぶ

士
し

でした。平
へい

安
あん

時
じ

代
だい

後
こう

期
き

に起
お

きた戦
いくさ

で手
て

柄
がら

を
たて，現

げん

在
ざい

の宇
う

都
つの

宮
みや

二
ふた

荒
あら

山
やま

神
じん

社
じゃ

をまかされた
ことをきっかけに，この地

ち

を治
おさ

めるようにな
ります。その後

ご

も都
みやこ

と交
こう

流
りゅう

を続
つづ

け
たため，かさましこには，には，華

はな

やかやか
なな都

みやこ

の文
ぶん

化
か

が伝
つた

わったのです。たのです。

源
みなもとの

頼
より

朝
とも

が鎌
かま

倉
くら

幕
ばく

府
ふ

を開
ひら

き，平
へい

安
あん

貴
き

族
ぞく

から武
ぶ

士
し

が力
ちから

をもつ時
じ

代
だい

へと変
か

わりました。宇
う

都
つの

宮
みや

氏
し

は，
鎌
かま

倉
くら

幕
ばく

府
ふ

にも信
しん

頼
らい

され，戦
たたか

いの場
ば

でも多
おお

くの手
て

柄
がら

をたてました。
笠
かさ

間
ま

城
じょう

を築
きず

き，笠
かさ

間
ま

地
ち

域
いき

を治
おさ

めた「笠
かさ

間
ま

氏
し

」は
宇
う

都
つの

宮
みや

氏
し

の一
いち

族
ぞく

です。また，益
まし

子
こ

地
ち

域
いき

を治
おさ

めた
「益

まし

子
こ

氏
し

」は，宇
う

都
つの

宮
みや

氏
し

の家
か

臣
しん

で，娘
むすめ

を嫁
とつ

がせ親
しん

戚
せき

関
かん

係
けい

となりました。

1000年
ね ん

代
だ い

～1400年
ね ん

代
だ い

平
へ い

安
あ ん

時
じ

代
だ い

～室
む ろ

町
ま ち

時
じ

代
だ い 宇

う

都
つ の

宮
み や

氏
し

の時
じ

代
だ い

もともとは 1193 年
ね ん

，
宇

う

都
つ の

宮
み や

氏
し

の3代
だ い

目
め

朝
と も

綱
つ な

が建
た

てた尾
お

羽
ば

寺
で ら

の「阿
あ

弥
み

陀
だ

堂
ど う

」でした。現
げ ん

在
ざ い

の本
ほ ん

堂
ど う

には，快
か い

慶
け い

作
さ く

と
いわれる木

も く

造
ぞ う

阿
あ

弥
み

陀
だ

三
さ ん

尊
ぞ ん

像
ぞ う

が祀
ま つ

られています。

地
じ

蔵
ぞう

院
いん

本
ほん

堂
どう

日
に

本
ほ ん

遺
い

産
さ ん

構
こ う

成
せ い

文
ぶ ん

化
か

財
ざ い



仏
ぶ っ

教
きょう

を信
し ん

仰
こ う

し
仏
ぶ つ

像
ぞ う

の制
せ い

作
さ く

にも協
きょう

力
りょく

した
すぐれた歌

か

人
じ ん

たちが集
あ つ

まり
和

わ

歌
か

を詠
よ

んだ

宇
う

都
つの

宮
みや

氏
し

は，宇
う

都
つの

宮
みや

明
みょう

神
じん

という神
じん

社
じゃ

の
神
しん

職
しょく

をつとめるとともに，仏
ぶっ

教
きょう

を深
ふか

く
信
しん

仰
こう

しました。そして，時
じ

代
だい

を代
だい

表
ひょう

す
る立

りっ

派
ぱ

なお寺
てら

や仏
ぶつ

像
ぞう

を作
つく

りました。そ
の多

おお

くは今
いま

も「かさましこ」に残
のこ

され
ています。

そのころ，上
じょう

流
りゅう

階
かい

級
きゅう

の人
ひと

たちは，和
わ

歌
か

を詠
よ

むこと
で交

こう

流
りゅう

をしていました。宇
う

都
つの

宮
みや

氏
し

は，すぐれた歌
か

人
じん

を集
あつ

めて盛
さか

んに和
わ

歌
か

を詠
よ

みました。この集
あつ

まり
は「宇

う

都
つの

宮
みや

歌
か

壇
だん

」と呼
よ

ばれ，全
ぜん

国
こく

に知
し

られるよう
になりました。稲

いな

田
だ

神
じん

社
じゃ

では笠
かさ

間
ま

時
とき

朝
とも

が奉
ほう

納
のう

歌
うた

会
かい

を催
もよお

したと伝わっています。

宇
う

都
つ の

宮
み や

氏
し

一
い ち

族
ぞ く

である笠
か さ

間
ま

氏
し

の菩
ぼ

提
だ い

寺
じ

（先
せ ん

祖
ぞ

代
だ い

々
だ い

の
お墓

は か

のある寺
て ら

）です。笠
か さ

間
ま

氏
し

初
し ょ

代
だ い

の笠
か さ

間
ま

時
と き

朝
と も

が作
つ く

らせたとされる「木
も く

造
ぞ う

千
せ ん

手
じ ゅ

観
か ん

音
の ん

立
りゅう

像
ぞ う

」がおさめら
ています。時

と き

朝
と も

は，京
きょう

都
と

の三
さ ん

十
じゅう

三
さ ん

間
げ ん

堂
ど う

にも仏
ぶ つ

像
ぞ う

を
奉
ほ う

納
の う

しています。

楞
りょう

厳
ごん

寺
じ

日
に

本
ほ ん

遺
い

産
さ ん

構
こ う

成
せ い

文
ぶ ん

化
か

財
ざ い

木
もく

造
ぞう

千
せん

手
じゅ

観
かん

音
のん

立
りゅう

像
ぞう



1700年
ね ん

代
だ い

～
江

え

戸
ど

時
じ

代
だ い 笠

か さ

間
ま

焼
や き

のはじまり

煙
けむり

出
だ

し
焼
しょう

成
せい

室
しつ

焚
たき

口
ぐち

登
のぼ

り窯
がま

の
しくみ

上
かみ

箱
はこ

田
だ

村
むら

の名
な

主
ぬし

さんが
焼

や

き物
もの

を作
つく

ろうと思
おも

いたった

田
た

中
なか

友
とも

三
さぶ

郎
ろう

が
「笠

かさ

間
ま

焼
やき

」と名
な

づけた

信
しが

楽
らき

焼
やき

の職
しょく

人
にん

に
焼

や

き物
もの

と登
のぼ

り窯
がま

の作
つく

り方
かた

を習
なら

った

笠
かさ

間
ま

藩
はん

主
しゅ

にも大
たい

切
せつ

に守
まも

られた

久
く

野
の

半
はん

右
え

衛門
もん

は，飢
き

饉
きん

や年
ねん

貢
ぐ

で生
せい

活
かつ

が苦
くる

し
かったみんなのために，農

のう

業
ぎょう

だけでなく，
新
あら

たな産
さん

業
ぎょう

をおこそうと考
かんが

えました。

「箱
はこ

田
だ

焼
やき

」や「宍
しし

戸
ど

焼
やき

」と呼
よ

ばれていた焼
や

き物
もの

の名
な

前
まえ

を「笠
かさ

間
ま

焼
やき

」に統
とう

一
いつ

。江
え

戸
ど

にも運
はこ

ばれ
大
たい

切
せつ

に使
つか

われました。

裏
うら

山
やま

の粘
ねん

土
ど

が焼
や

き物
もの

にぴったりとわかり，
信
しが

楽
らき

焼
やき

の陶
とう

工
こう

（焼
や

き物
もの

の職
しょく

人
にん

）に焼
や

き物
もの

の作
つく

り方
かた

を習
なら

い，窯
かま

を築
きず

いて焼
や

き物
もの

を完
かん

成
せい

させました。

お殿
との

様
さま

が焼
や

き物
もの

を盛
さか

んにしようと，窯
かま

元
もと

を支
し

援
えん

しました。こうして焼
や

き物
もの

の職
しょく

人
にん

が増
ふ

え，
技
ぎ

術
じゅつ

も向
こう

上
じょう

し，多
おお

くの焼
や

き物
もの

が作
つく

られるよう
になったのです。

この窯
かま

元
もと

は，今
いま

も笠
かさ

間
ま

焼
やき

を
焼
や

き続
つづ

けているよ

登
のぼ

り窯
がま

は斜
しゃ

面
めん

を
利
り

用
よう

して作
つく

られている

ここが久
く

野
の

半
は ん

右
え

衛門
も ん

が，初
は じ

めて焼
や

き物
も の

を作
つ く

っ
た窯

か ま

元
も と

（焼
や

き物
も の

を製
せ い

造
ぞ う

するところ）です。ま
さに笠

か さ

間
ま

焼
や き

の発
は っ

祥
しょう

の地
ち

といえるでしょう。

久
く

野
の

陶
と う

園
え ん

には，久
く

野
の

半
は ん

右
え

衛門
も ん

が初
は じ

めて築
き ず

いた
登
の ぼ

り窯
が ま

が今も2基
き

残
の こ

っています。東
ひがし

日
に

本
ほ ん

大
だ い

震
し ん

災
さ い

で一
い ち

部
ぶ

壊
こ わ

れてしまいましたが，歴
れ き

史
し

を感
か ん

じ
させるたたずまいです。

久
く

野
の

陶
とう

園
えん

笠
かさ

間
ま

焼
やき

発
はっ

祥
しょう

に係
かか

わる登
のぼり

窯
がま

日
に

本
ほ ん

遺
い

産
さ ん

構
こ う

成
せ い

文
ぶ ん

化
か

財
ざ い

1

2

3

4

久
く

野
の

半
は ん

右
え

衛門
も ん

によって
兄
あ に

・笠
か さ

間
ま

焼
や き

が誕
た ん

生
じ ょ う

!



大
お お

塚
つ か

啓
け い

三
ざ ぶ

郎
ろ う

が笠
か さ

間
ま

で焼
や

き物
も の

を学
ま な

び
弟
おとうと

・益
ま し

子
こ

焼
や き

が生
う

まれた
笠
か さ

間
ま

の窯
か ま

元
も と

に通
か よ

って
焼

や

き物
も の

を学
ま な

んだ

いい土
つ ち

を見
み

つけて
益
ま し

子
こ

で窯
か ま

を開
ひ ら

いた

多
お お

くの職
しょく

人
に ん

を育
そ だ

てて
益
ま し

子
こ

焼
や き

を発
は っ

展
て ん

させた

焼
や

き物
も の

の学
が っ

校
こ う

を作
つ く

って
益
ま し

子
こ

焼
や き

を発
は っ

展
て ん

させた

笠
かさ

間
ま

の鳳
ほう

台
だい

院
いん

で寺
てら

子
こ

屋
や

教
きょう

育
いく

を受
う

けていた啓
けい

三
ざぶ

郎
ろう

は，笠
かさ

間
ま

の久
く

野
の

陶
とう

園
えん

で焼
や

き物
もの

に出
で

会
あ

い，
作
つく

り方
かた

を習
なら

い覚
おぼ

えました。

益
まし

子
こ

で農
のう

業
ぎょう

をしていた啓
けい

三
ざぶ

郎
ろう

でしたが，
村
そん

内
ない

で焼
や

き物
もの

によい土
つち

を発
はっ

見
けん

。根
ね

古
ご

屋
や

という場
ば

所
しょ

に窯
かま

を築
きず

き，焼
や

き物
もの

を作
つく

り
はじめました。

その後
ご

，窯
かま

元
もと

は増
ふ

えていきましたが，職
しょく

人
にん

の数
かず

が足
た

りません。そこで，農
のう

家
か

の次
じ

男
なん

や
三
さん

男
なん

，子
こ

どもたちに焼
や

き物
もの

を教
おし

え，地
じ

元
もと

で
働
はたら

いてもらうようになりました。

やがて大
おお

塚
つか

啓
けい

三
ざぶ

郎
ろう

の開
ひら

いた根
ね

古
ご

屋
や

窯
がま

は，２
代
だい

目
め

のころに「益
まし

子
こ

陶
とう

器
き

伝
でん

習
しゅう

所
じょ

」（学
がっ

校
こう

）も
兼
か

ねるようになりました。さらに多
おお

くの職
しょく

人
にん

たちを育
そだ

て，益
まし

子
こ

焼
やき

を発
はっ

展
てん

させたのです。

大
お お

塚
つ か

啓
け い

三
ざ ぶ

郎
ろ う

が開
ひ ら

いた窯
か ま

元
も と

です。粘
ね ん

土
ど

を保
ほ

管
か ん

する当
と う

時
じ

の石
い し

室
む ろ

も残
の こ

され，同
お な

じ場
ば

所
し ょ

で
今
い ま

も焼
や

き物
も の

が作
つ く

られています。

1800年
ね ん

代
だ い

～
江

え

戸
ど

時
じ

代
だ い 益

ま し

子
こ

焼
や き

のはじまり

根
ね

古
ご

屋
や

窯
がま

〈旧
きゅう

益
まし

子
こ

陶
とう

器
き

伝
でん

習
しゅう

所
じょ

〉

日
に

本
ほ ん

遺
い

産
さ ん

構
こ う

成
せ い

文
ぶ ん

化
か

財
ざ い

1

2

3

4



たくさんの笠
か さ

間
ま

焼
や き

と益
ま し

子
こ

焼
や き

が
暮

く

らしのなかで使
つ か

われていたよ

手
て

仕
し

事
ご と

の焼
や

き物
も の

が
売

う

れなくなった！
やがて生

せい

活
かつ

様
よう

式
しき

が変
へん

化
か

し，台
だい

所
どころ

用
よう

品
ひん

は
アルミなどの金

きん

属
ぞく

製
せい

品
ひん

やガラス製
せい

品
ひん

に
変
か

わり，だんだん焼
や

き物
もの

は売
う

れなくな
りました。かさましこは，焼

や

き物
もの

産
さん

地
ち

として危
き

機
き

を迎
むか

えたのです。

1800年
ね ん

代
だ い

～1900年
ね ん

代
だ い

江
え

戸
ど

時
じ

代
だ い

～昭
しょう

和
わ

時
じ

代
だ い 暮

く

らしのようす

汽
き

車
し ゃ

旅
た び

が盛
さ か

んになり，駅
え き

弁
べ ん

が普
ふ

及
きゅう

すると，駅
え き

弁
べ ん

と一
い っ

緒
し ょ

にお茶
ち ゃ

をつめて売
う

られていました。
売

う

られた駅
え き

と販
は ん

売
ば い

店
て ん

の名
な

前
ま え

が記
し る

されています。

益
ま し

子
こ

焼
や き

ができたころに人
に ん

気
き

を集
あ つ

めた焼
や

き物
も の

です。筑
つ く

波
ば

山
さ ん

や霞
かすみ

ケ
が

浦
う ら

の絵
え

が描
え が

かれています。単
た ん

純
じゅん

な線
せ ん

で手
て

早
ば や

く描
え が

く
ことで大

た い

量
りょう

生
せ い

産
さ ん

ができるようになりました。

山
さん

水
すい

土
ど

瓶
びん

〈益
まし

子
こ

焼
やき

初
しょ

期
き

作
さく

品
ひん

〉

汽
き

車
しゃ

土
ど

瓶
びん

〈益
まし

子
こ

焼
やき

初
しょ

期
き

作
さく

品
ひん

〉

日
に

本
ほ ん

遺
い

産
さ ん

構
こ う

成
せ い

文
ぶ ん

化
か

財
ざ い

ふだん使
づ か

いの
素

そ

朴
ぼ く

な生
せ い

活
か つ

のなかの器
うつわ

丈
じょう

夫
ぶ

で素
そ

朴
ぼく

な笠
かさ

間
ま

焼
やき

と益
まし

子
こ

焼
やき

では，どんぶり
や甕

かめ

や鉢
はち

などの生
せい

活
かつ

の器
うつわ

が多
おお

く作
つく

られ，私
わたし

た
ちの暮

く

らしのなかで便
べん

利
り

に使
つか

われていました。
そしてかさましこの焼

や

き物
もの

は，東
ひがし

日
に

本
ほん

に広
ひろ

ま
り，とくに笠

かさ

間
ま

焼
やき

のすり鉢
ばち

は東
とう

京
きょう

で大
だい

人
にん

気
き

と
なりました。



「民
み ん

藝
げ い

運
う ん

動
ど う

」で益
ま し

子
こ

焼
や き

が
大
お お

きく変
か

わった

益
ま し

子
こ

は焼
や

き物
も の

作
さ っ

家
か

の
注
ちゅう

目
も く

の町
ま ち

になった

「民
み ん

藝
げ い

運
う ん

動
ど う

」ってなんだろう？

民
みん

藝
げい

運
うん

動
どう

がきっかけとなり，
益
まし

子
こ

にはたくさんの焼
や

き物
もの

作
さっ

家
か

が移
うつ

り住
す

みました。自
じ

由
ゆう

な
雰
ふん

囲
い

気
き

のなかで，今
いま

もたくさ
んの焼

や

き物
もの

が作
つく

られています。
江
え

戸
ど

時
じ

代
だい

から続
つづ

く藍
あい

染
ぞめ

工
こう

房
ぼう

も
濱
はま

田
だ

庄
しょう

司
じ

に共
きょう

感
かん

し，伝
でん

統
とう

技
ぎ

術
じゅつ

を生
い

かした作
さく

品
ひん

を多
おお

く生
う

み出
だ

してきました。

古
ふる

くから名
な

もない職
しょく

人
にん

によって作
つく

られ，
暮
く

らしのなかで使
つか

われている道
どう

具
ぐ

に，わ
ざとらしくない美

うつく

しさ，自
し

然
ぜん

な美
うつく

しさを見
み

出
いだ

し，その大
たい

切
せつ

さを唱
とな

え
た運

うん

動
どう

です。こうした道
どう

具
ぐ

は「民
みん

藝
げい

品
ひん

」として注
ちゅう

目
もく

され，多
おお

くの芸
げい

術
じゅつ

作
さく

品
ひん

に影
えい

響
きょう

を与
あた

えました。

1900年
ね ん

代
だ い

昭
しょう

和
わ

時
じ

代
だ い 益

ま し

子
こ

焼
や き

の変
へ ん

化
か

昭
しょう

和
わ

に入
はい

ると，益
まし

子
こ

焼
やき

に大
おお

きな作
さく

風
ふう

の変
へん

化
か

が起
お

こります。
そのきっかけとなったのは「民

みん

藝
げい

運
うん

動
どう

」でした。

力
ちから

強
づ よ

い「流
ながし

掛
か け

」や，世
せ

界
か い

各
か く

地
ち

で学
ま な

んだ技
ぎ

法
ほ う

と
益
ま し

子
こ

の材
ざ い

料
りょう

を使
つ か

って多
お お

くの芸
げ い

術
じゅつ

作
さ く

品
ひ ん

を残
の こ

しま
した。

濱
はま

田
だ

庄
しょう

司
じ

作
さく

品
ひん

日
に

本
ほ ん

遺
い

産
さ ん

構
こ う

成
せ い

文
ぶ ん

化
か

財
ざ い

陶
と う

芸
げ い

家
か

・濱
は ま

田
だ

庄
しょう

司
じ

が
益
ま し

子
こ

に移
い

住
じゅう

してきた

日
に

本
ほん

で初
はじ

めて人
にん

間
げん

国
こく

宝
ほう

に選
えら

ばれ
た濱

はま

田
だ

庄
しょう

司
じ

は，益
まし

子
こ

焼
やき

の素
そ

朴
ぼく

な
美
うつく

しさにひかれ，益
まし

子
こ

に移
い

住
じゅう

し
焼
や

き物
もの

をはじめます。濱
はま

田
だ

は全
ぜん

国
こく

の窯
かま

元
もと

で研
けん

究
きゅう

を重
かさ

ね，さらに
世
せ

界
かい

各
かく

地
ち

の民
みん

藝
げい

品
ひん

を収
しゅう

集
しゅう

。そし
て朝

ちょう

鮮
せん

半
はん

島
とう

やイギリス，沖
おき

縄
なわ

な
どの民

みん

藝
げい

品
ひん

のもつよさを益
まし

子
こ

焼
やき

にとりいれたのです。



学
が っ

校
こ う

や工
こ う

房
ぼ う

を作
つ く

って
焼

や

き物
も の

の作
さ っ

家
か

を育
そ だ

てた

焼
や

き物
も の

の学
が っ

校
こ う

を作
つ く

り
若
わ か

い作
さ っ

家
か

を育
そ だ

てた

伝
で ん

統
と う

工
こ う

芸
げ い

と芸
げ い

術
じゅつ

が
新
あたら

しい笠
か さ

間
ま

焼
や き

を生
う

み出
だ

した

日
に

本
ほ ん

全
ぜ ん

国
こ く

から
焼

や

き物
も の

作
さ っ

家
か

を集
あ つ

めた

茨
いばら

城
き

県
けん

が「窯
よう

業
ぎょう

指
し

導
どう

所
しょ

」（焼
や

き物
もの

を教
おし

え
る学

がっ

校
こう

）を設
せつ

立
りつ

し，焼
や

き物
もの

の技
ぎ

術
じゅつ

を教
おし

え
ました。そして，ここで学

まな

んだ若
わか

い作
さっ

家
か

たちは，自
じ

由
ゆう

な感
かん

性
せい

で焼
や

き物
もの

を作
つく

るよう
になりました。

笠
かさ

間
ま

焼
やき

の作
さっ

家
か

が増
ふ

え，伝
でん

統
とう

を重
おも

んじる作
さっ

家
か

と，
芸
げい

術
じゅつ

を志
こころざ

す作
さっ

家
か

が親
した

しく交
こう

流
りゅう

することで，こ
れまでにはない，新

あたら

しい笠
かさ

間
ま

焼
やき

が生
う

まれまし
た。食

しょっ

器
き

などの生
せい

活
かつ

用
よう

品
ひん

だけでなく，アート
やインテリア作

さく

品
ひん

も多
おお

く作
つく

られるようになっ
たのです。

芸
げい

術
じゅつ

家
か

たちを集
あつ

めるための「芸
げい

術
じゅつ

の村
むら

」や，
焼
や

き物
もの

がしやすいように「窯
よう

業
ぎょう

団
だん

地
ち

（焼
や

き
物
もの

ができる工
こう

房
ぼう

を集
あつ

めた場
ば

所
しょ

）」を作
つく

りまし
た。これによって，焼

や

き物
もの

の作
さっ

家
か

たちが笠
かさ

間
ま

に移
うつ

り住
す

むようになりました。

1900年
ね ん

代
だ い

昭
しょう

和
わ

時
じ

代
だ い 笠

か さ

間
ま

焼
や き

の発
は っ

展
て ん

笠
かさ

間
ま

では，焼
や

き物
もの

の作
さっ

家
か

を育
そだ

てたり，作
さっ

家
か

を全
ぜん

国
こく

から集
あつ

めたり
する努

ど

力
りょく

が続
つづ

けられ，笠
かさ

間
ま

焼
やき

をますます発
はっ

展
てん

させました。

古
ふ る

くからあった焼
や

き物
も の

の技
ぎ

法
ほ う

をもとに独
ど く

自
じ

の技
ぎ

法
ほ う

を編
あ

み出
だ

し，斬
ざ ん

新
し ん

な作
さ く

品
ひ ん

を多
お お

く作
つ く

り
ました。人

に ん

間
げ ん

国
こ く

宝
ほ う

にも選
え ら

ばれています。

松
まつ

井
い

康
こう

成
せい

作
さく

品
ひん

日
に

本
ほ ん

遺
い

産
さ ん

構
こ う

成
せ い

文
ぶ ん

化
か

財
ざ い



土土
どど

面面
めんめん

コンクールコンクール
にもにも注注

ちゅうちゅう

目目
もくもく

！！

町町
まちまち

歩歩
あるある

きもきも
楽楽
たのたの

しみながら！しみながら！

おいしいおいしい食食
たた

べべ物物
ものもの

のおのお店店
みせみせ

も！も！

好好
このこの

みのみの作作
さくさく

品品
ひんひん

がが
見見
みみ

つかる！つかる！

（日
に ち

時
じ

）毎
ま い

年
と し

4月
が つ

29日
に ち

～5月
が つ

5日
に ち

（会
か い

場
じょう

）笠
か さ

間
ま

芸
げ い

術
じゅつ

の森
も り

公
こ う

園
え ん

イベントイベント広広
ひ ろひ ろ

場場
ばば

（（日日
に ちに ち

時時
じじ

））春春
は るは る

：ゴールデンウイーク　：ゴールデンウイーク　
　　　　　　　　秋秋

あ きあ き

：11：11月月
が つが つ

33日日
に ちに ち

前前
ぜ んぜ ん

後後
ごご

（（会会
か いか い

場場
じょうじょう

））城城
じょうじょう

内内
な いな い

坂坂
ざ かざ か

ほかほか町町
ちょうちょう

内内
な いな い

各各
か くか く

地地
ちち

毎
まい

年
とし

，ゴールデンウィーク期
き

間
かん

中
ちゅう

に開
かい

催
さい

される茨
いばら

城
き

県
けん

最
さい

大
だい

のイベントです。笠
かさ

間
ま

芸
げい

術
じゅつ

の森
もり

公
こう

園
えん

に，200軒
けん

以
い

上
じょう

の陶
とう

芸
げい

家
か

・窯
かま

元
もと

・地
じ

元
もと

販
はん

売
ばい

店
てん

などが工
く

夫
ふう

をこらした店
みせ

を出
だ

し，
50万

まん

人
にん

をこえる多
おお

くの買
か

い物
もの

客
きゃく

が訪
おとず

れます。

春
はる

と秋
あき

の2回
かい

開
かい

催
さい

され，町
まち

のあちこちに約
やく

50店
てん

、約
やく

500のテントが立
た

ち並
なら

び，春
はる

は40万
まん

人
にん

，秋
あき

は20万
まん

人
にん

の買
か

い物
もの

客
きゃく

でにぎわいます。食
しょっ

器
き

や美
び

術
じゅつ

品
ひん

などがふだ
んより安

やす

い価
か

格
かく

で売
う

られているのも魅
み

力
りょく

です。

笠
か さ

間
ま

の陶
ひ ま つ り

炎祭 益
ま し

子
こ

陶
と う

器
き

市
い ち

笠
か さ

間
ま

益
ま し

子
こ



地
じ

震
し ん

で，焼
や

き物
も の

が割
わ

れたり
古
ふ る

い窯
か ま

が壊
こ わ

れたりした

笠
か さ

間
ま

と益
ま し

子
こ

兄
きょう

弟
だ い

でますます元
げ ん

気
き

に！
東
ひがし

日
に

本
ほん

大
だい

震
しん

災
さい

は不
ふ

幸
こう

なできごとでし
たが,壊

こわ

れた登
のぼ

り窯
がま

の修
しゅう

理
り

のために
笠
かさ

間
ま

と益
まし

子
こ

の焼
や

き物
もの

作
さっ

家
か

たちが協
きょう

力
りょく

しあうなど，交
こう

流
りゅう

がますます盛
さか

んに
なりました。兄

あに

の笠
かさ

間
ま

焼
やき

と弟
おとうと

の益
まし

子
こ

焼
やき

，これからも刺
し

激
げき

しあいながら，
技
ぎ

術
じゅつ

や感
かん

性
せい

を磨
みが

き，絆
きずな

は深
ふか

まってい
くことでしょう。

かさましこは手
て

をとりあって
復
ふ っ

興
こ う

を進
す す

めているよ
2011年

ねん

3月
がつ

11日
にち

の東
ひがし

日
に

本
ほん

大
だい

震
しん

災
さい

で，笠
かさ

間
ま

と益
まし

子
こ

は大
おお

きな被
ひ

害
がい

を
受
う

けました。でも，復
ふっ

興
こう

に向
む

けてみんなでがんばっています。

濱
は ま

田
だ

庄
しょう

司
じ

登
の ぼ

り窯
が ま

復
ふ っ

活
か つ

プロジェクト
2000年

ね ん

代
だ い

平
へ い

成
せ い

時
じ

代
だ い

～現
げ ん

在
ざ い 震

し ん

災
さ い

からの復
ふ っ

興
こ う

激
はげ

しい揺
ゆ

れで焼
や

き物
もの

が割
わ

れ，古
ふる

くから伝
つた

わって
きた貴

き

重
ちょう

な登
のぼ

り窯
がま

が破
は

壊
かい

されました。東
ひがし

日
に

本
ほん

大
だい

震
しん

災
さい

の損
そん

害
がい

は大
おお

きなものでした。でも，かさま
しこの焼

や

き物
もの

作
さっ

家
か

たちは決
けっ

してくじけることは
なく，日

ひ

々
び

，焼
や

き物
もの

作
づく

りを続
つづ

けています。

人
に ん

間
げ ん

国
こ く

宝
ほ う

・濱
は ま

田
だ

庄
しょう

司
じ

が生
せ い

前
ぜ ん

使
つ か

っていた登
の ぼ

り窯
が ま

が2011
年
ね ん

の東
ひがし

日
に

本
ほ ん

大
だ い

震
し ん

災
さ い

で壊
こ わ

れてしまいました。そこで，益
ま し

子
こ

の焼
や

き物
も の

作
さ っ

家
か

や学
が く

生
せ い

たち約
や く

100名
め い

が集
あ つ

まり，ボラン
ティアで登

の ぼ

り窯
が ま

を修
しゅう

復
ふ く

。2015年
ね ん

， ついに40年
ね ん

ぶりの
火

ひ

が入
は い

りました。第
だ い

2回
か い

からは，笠
か さ

間
ま

の焼
や

き物
も の

作
さ っ

家
か

も
このプロジェクトに参

さ ん

加
か

。震
し ん

災
さ い

から立
た

ち直
な お

ろうとする
みんなの思

お も

いを象
しょう

徴
ちょう

するできごとでした。



自
じ

由
ゆ う

な作
さ く

風
ふ う

で親
し た

しまれ
進
し ん

化
か

し続
つ づ

けるかさましこ
日
にち

用
よう

品
ひん

から芸
げい

術
じゅつ

作
さく

品
ひん

まで，時
じ

代
だい

に合
あ

わせて進
しん

化
か

してきたかさましこの
焼
や

き物
もの

。たくさんの人
ひと

の役
やく

に立ち，喜
よろこ

ばれ，大
たい

切
せつ

にしてもらえる焼
や

き
物
もの

になるよう日
ひ

々
び

努
ど

力
りょく

しています。

2000年
ね ん

代
だ い

～

現
げ ん

在
ざ い かさましこのこれから



日
に

本
ほ ん

遺
い

産
さ ん

かさましこ　構
こ う

成
せ い

文
ぶ ん

化
か

財
ざ い

　❶

平
へい

安
あん

時
じ

代
だい

鎌
かま

倉
くら

時
じ

代
だい

宇
う

　都
つ の

　　宮
み や

　氏
し

益
ま し

子
こ

氏
し

笠
か さ

間
ま

氏
し

益
ま し

子
こ

古
こ

窯
よ う

跡
し

群
ぐ ん

（西
にし

山
やま

・本
もと

沼
ぬま

窯
かま

跡
あと

群
ぐん

，原
はら

・境
さかい

窯
かま

跡
あと

群
ぐん

，栗
くり

生
う

窯
かま

跡
あと

群
ぐん

）

西
さ い

明
みょう

寺
じ

（三
さん

重
じゅう

塔
のとう

，楼
ろう

門
もん

，本
ほん

堂
どう

内
ない

厨
ず

子
し

） 笠
か さ

間
ま

稲
い な

荷
り

神
じ ん

社
じ ゃ

本
ほ ん

殿
で ん

笠
か さ

間
ま

城
じょう

跡
あ と

（笠
かさ

間
ま

城
じょう

櫓
やぐら

・城
じょう

門
もん

）

笠
か さ

間
ま

氏
し

累
る い

代
だ い

の墓
ぼ

地
ち

唐
と う

本
ほ ん

一
い っ

切
さ い

経
きょう

三
さ ん

所
し ょ

神
じ ん

社
じ ゃ

稲
い な

田
だ

神
じ ん

社
じ ゃ

綱
つ な

神
じ ん

社
じ ゃ

（摂
せっ

社
しゃ

大
おお

倉
くら

神
じん

社
じゃ

含
ふく

む）

1 2 7 9

楞
りょう

厳
ご ん

寺
じ

（山
さん

門
もん

，木
もく

造
ぞう

千
せん

手
じゅ

観
かん

音
のん

立
りゅう

像
ぞう

）15

12

8

11

10

3

円
え ん

通
つ う

寺
じ

表
おもて

門
も ん

4

宇
う

都
つ の

宮
み や

家
け

の墓
ぼ

所
し ょ

5

地
じ

蔵
ぞ う

院
い ん

本
ほ ん

堂
ど う

6

木
も く

造
ぞ う

薬
や く

師
し

如
に ょ

来
ら い

立
りゅう

像
ぞ う14

1200年
ね ん

前
ま え

に焼
や

き物
も の

を焼
や

いていた窯
か ま

や，
焼

や

き物
も の

の破
は

片
へ ん

が見
み

つかっています。

宇
う

都
つ の

宮
み や

氏
し

の家
か

臣
し ん

・益
ま し

子
こ

氏
し

が建
こ ん

立
りゅう

した三
さ ん

重
じゅうの

塔
と う

，
楼
ろ う

門
も ん

，本
ほ ん

堂
ど う

内
な い

厨
ず

子
し

は国
く に

の重
じゅう

要
よ う

文
ぶ ん

化
か

財
ざ い

です。

産
さ ん

業
ぎょう

発
は っ

展
て ん

の神
か み

様
さ ま

とし
て崇

あ が

められました。
見

み

事
ご と

な彫
ちょう

刻
こ く

が施
ほどこ

され
た本

ほ ん

殿
で ん

は国
く に

の重
じゅう

要
よ う

文
ぶ ん

化
か

財
ざ い

に指
し

定
て い

されてい
ます。 笠

かさ
間
ま

時
とき

朝
とも

が築
き ず

き，笠
か さ

間
ま

氏
し

歴
れ き

代
だ い

藩
は ん

主
し ゅ

の拠
き ょ

点
て ん

となりました。

900年
ね ん

前
ま え

に中
ちゅう

国
ご く

で木
も く

版
は ん

印
い ん

刷
さ つ

されたお経
きょう

の
本
ほ ん

。笠
か さ

間
ま

氏
し

が手
て

に入
い

れ神
じ ん

社
じ ゃ

に奉
ほ う

納
の う

しまし
た。

宇
う

都
つ の

宮
み や

氏
し

3代
だ い

の朝
と も

綱
つ な

が建
こ ん

立
りゅう

したと伝
つ た

えら
れています。国

く に

の重
じゅう

要
よ う

文
ぶ ん

化
か

財
ざ い

に指
し

定
て い

され
ています。

鎌
か ま

倉
く ら

時
じ

代
だ い

から18代
だ い

約
や く

380年
ね ん

続
つ づ

いた笠
か さ

間
ま

氏
し

の墓
ぼ

地
ち

です。

笠
かさ

間
ま

時
とき

朝
とも

が，笠
かさ

間
ま

の総
そう

鎮
ちん

守
じゅ

（その土
と

地
ち

を守
まも

る神
かみ

様
さま

）として創
そう

建
けん

しました。

笠
かさ

間
ま

時
とき

朝
とも

が，ここで奉
ほ う

納
の う

歌
う た

会
か い

を開
ひ ら

きました。時
と き

朝
と も

の歌
か

碑
ひ

もあります。

笠
かさ

間
ま

時
とき

朝
とも

が作
つ く

らせた仏
ぶ つ

像
ぞ う

。
岩
い わ

谷
や

寺
じ

に祀
ま つ

られています。
国
く に

の重
じゅう

要
よ う

文
ぶ ん

化
か

財
ざ い

です。

宇
う

都
つ の

宮
み や

氏
し

，益
ま し

子
こ

氏
し

に支
さ さ

えられて栄
さ か

えた寺
て ら

。表
おもて

門
も ん

は国
く に

の重
じゅう

要
よ う

文
ぶ ん

化
か

財
ざ い

に
指

し

定
て い

されています。

尾
お

羽
ば

寺
で ら

の阿
あ

弥
み

陀
だ

堂
ど う

として宇
う

都
つ の

宮
み や

氏
し

3代
だ い

朝
と も

綱
つ な

が創
そ う

建
け ん

。国
く に

の重
じゅう

要
よ う

文
ぶ ん

化
か

財
ざ い

にも指
し

定
て い

されてい
ます。快

か い

慶
け い

作
さ く

といわれる阿
あ

弥
み

陀
だ

三
さ ん

尊
ぞ ん

像
ぞ う

が祀
ま つ

られています。

笠
かさ

間
ま

時
とき

朝
とも

が作
つく

らせた木
も く

造
ぞ う

千
せ ん

手
じ ゅ

観
か ん

音
の ん

立
りゅう

像
ぞ う

が祀
ま つ

ら
れています。国

く に

の重
じゅう

要
よ う

文
ぶ ん

化
か

財
ざ い

にも指
し

定
て い

されて
います。

初
し ょ

代
だ い

宗
そ う

円
え ん

から33代
だ い

政
ま さ

綱
つ な

まで，
宇

う

都
つ の

宮
み や

家
け

当
と う

主
し ゅ

の墓
は か

がずらりと
並
な ら

んでいます。

木
も く

造
ぞ う

弥
み

勒
ろ く

仏
ぶ つ

立
りゅう

像
ぞ う13

笠
かさ

間
ま

時
とき

朝
とも

が作
つ く

らせた仏
ぶ つ

像
ぞ う

。
弥

み

勒
ろ く

教
きょう

会
か い

に祀
ま つ

られています。
国
く に

の重
じゅう

要
よ う

文
ぶ ん

化
か

財
ざ い

です。



さまざまな技
ぎ

法
ほ う

を編
あ

み
出

だ

し，笠
か さ

間
ま

焼
や き

を芸
げ い

術
じゅつ

に
まで高

た か

めました。

益
ま し

子
こ

に住
す

み，すぐれた
焼

や

き物
も の

を作
つ く

り，民
み ん

藝
げ い

運
う ん

動
ど う

を推
す い

進
し ん

しました。

日
に

本
ほ ん

遺
い

産
さ ん

かさましこ　構
こ う

成
せ い

文
ぶ ん

化
か

財
ざ い

　❷

益
ま し

子
こ

参
さ ん

考
こ う

館
か ん

上
うえん

台
だ い

 （旧
きゅう

濱
はま

田
だ

庄
しょう

司
じ

邸
てい

離
はな

れ） ・益
ま し

子
こ

参
さ ん

考
こ う

館
か ん

細
さ い

工
く

場
ば

江
え

戸
ど

時
じ

代
だい

明
めい

治
じ

時
じ

代
だい

大
たい

正
しょう

時
じ

代
だい

昭
しょう

和
わ

時
じ

代
だい

日
ひ

下
げ

田
た

藍
あ い

染
ぞ め

工
こ う

房
ぼ う

（日
ひ

下
げ

田
た

邸
てい

（染
せん

色
しょく

工
こう

房
ぼう

併
へい

用
よう

）・藍
あい

染
ぞ

め窯
かま

場
ば

・草
くさ

木
き

染
ぞめ

）

久
く

野
の

陶
と う

園
え ん

16

笠
か さ

間
ま

焼
や き

発
は っ

祥
しょう

に
係
か か

わる登
のぼり

窯
が ま

17

鳳
ほ う

台
だ い

院
い ん

山
さ ん

門
も ん

18

田
た

中
な か

友
と も

三
さ ぶ

郎
ろ う

彰
しょう

徳
と く

碑
ひ

19

海
な ま こ

鼠釉
ゆ う

流
ながし

掛
か け

茶
ち ゃ

壺
つ ぼ

 （笠
かさ

間
ま

焼
やき

初
しょ

期
き

作
さく

品
ひん

）20

黒
こ く

釉
ゆ う

捏
こ ね

鉢
ば ち

 （笠
かさ

間
ま

焼
やき

初
しょ

期
き

作
さく

品
ひん

）21

根
ね

古
ご

屋
や

窯
が ま

（旧
きゅう

益
まし

子
こ

陶
とう

器
き

伝
でん

習
しゅう

所
じょ

）22

陶
と う

祖
そ

顕
け ん

彰
しょう

碑
ひ

23

岩
い わ

下
し た

製
せ い

陶
と う

 （太
たい

平
へい

窯
がま

） 

登
のぼり

窯
が ま

25

33

春
しゅん

風
ぷ う

萬
ば ん

里
り

荘
そ う

35

茨
いばら

城
き

県
け ん

立
り つ

笠
か さ

間
ま

陶
と う

芸
げ い

大
だ い

学
が っ

校
こ う

（旧
きゅう

茨
いばら

城
き

県
けん

窯
よう

業
ぎょう

指
し

導
どう

所
しょ

）

36

芦
あ し

沼
ぬ ま

石
い し

採
さ い

掘
く つ

場
じょう

と
益
ま し

子
こ

の柿
か き

釉
ゆ う

24

濱
は ま

田
だ

庄
しょう

司
じ

作
さ く

品
ひ ん28

松
ま つ

井
い

康
こ う

成
せ い

作
さ く

品
ひ ん34

29

島
し ま

岡
お か

達
た つ

三
ぞ う

作
さ く

品
ひ ん32

山
さ ん

水
す い

土
ど

瓶
び ん

（益
まし

子
こ

焼
やき

初
しょ

期
き

作
さく

品
ひん

）

26

汽
き

車
し ゃ

土
ど

瓶
び ん

（益
まし

子
こ

焼
やき

初
しょ

期
き

作
さく

品
ひん

）27

久
く

野
の

半
は ん

右
え

衛門
も ん

が開
ひ ら

いた窯
か ま

元
も と

で，
ここで笠

か さ

間
ま

焼
や き

が誕
た ん

生
じょう

しました。

久
く

野
の

陶
と う

園
え ん

に残
の こ

されている
登
のぼり

窯
が ま

。半
は ん

右
え

衛門
も ん

が信
し が

楽
ら き

焼
や き

の陶
と う

工
こ う

に教
お そ

わって作
つ く

りま
した。

関
か ん

東
と う

より北
き た

でもっ
とも大

お お

きい登
のぼり

窯
が ま

が
残
の こ

されています。

江
え

戸
ど

時
じ

代
だ い

から続
つ づ

く藍
あ い

染
ぞ

め屋
や

で，昔
むかし

ながらの染
そ

め物
も の

を続
つ づ

けています。

焼
や

き物
も の

も多
お お

く作
つ く

った芸
げ い

術
じゅつ

家
か

・北
き た

大
お お

路
じ

魯
ろ

山
さ ん

人
じ ん

の家
い え

が移
い

築
ち く

されています。

焼
や

き物
も の

を教
お し

える学
が っ

校
こ う

で，多
お お

くの
若
わ か

い作
さ っ

家
か

を育
そ だ

てています。

益
ま し

子
こ

焼
や き

で使
つ か

われる釉
う わ

薬
ぐすり

の原
げ ん

料
りょう

の石
い し

をここ
で取

と

っていました。

大
お お

塚
つ か

啓
け い

三
さ ぶ

郎
ろ う

の功
こ う

績
せ き

をたたえて建
た

てられました。

濱
は ま

田
だ

庄
しょう

司
じ

が住
す

んだ建
た て

物
も の

が残
の こ

されています。
濱
は ま

田
だ

はここで焼
や

き物
も の

作
づ く

りに励
は げ

みました。

濱
は ま

田
だ

庄
しょう

司
じ

の教
お し

えを
受

う

けて活
か つ

躍
や く

した焼
や

き物
も の

作
さ っ

家
か

・島
し ま

岡
お か

達
た つ

三
ぞ う

の作
さ く

品
ひ ん

です。

世
せ

界
か い

にも注
ちゅう

目
も く

された濱
は ま

田
だ

庄
しょう

司
じ

の作
さ く

品
ひ ん

です。

工
く

夫
ふ う

をこらし
て，これまで
にはない美

うつく

し
い笠

か さ

間
ま

焼
や き

を生
う

み出
だ

しました。

明
め い

治
じ

時
じ

代
だ い

後
こ う

期
き

から昭
しょう

和
わ

初
し ょ

期
き

に，大
だ い

人
に ん

気
き

になっ
た益

ま し

子
こ

焼
や き

の土
ど

瓶
び ん

です。

駅
え き

弁
べ ん

といっしょに，
お茶

ち ゃ

を入
い

れて駅
え き

で売
う

られた益
ま し

子
こ

焼
や き

の土
ど

瓶
び ん

。

江
え

戸
ど

時
じ

代
だ い

末
ま っ

期
き

に焼
や

かれた笠
か さ

間
ま

焼
や き

のこ
ね鉢

ば ち

。製
せ い

陶
と う

ふくだ
にあります。

笠
か さ

間
ま

焼
や き

の初
し ょ

期
き

，江
え

戸
ど

時
じ

代
だ い

末
ま っ

期
き

に焼
や

かれた笠
か さ

間
ま

焼
や き

の茶
ち ゃ

壷
つ ぼ

です。茨
いばら

城
き

県
け ん

陶
と う

芸
げ い

美
び

術
じゅつ

館
か ん

で見
み

ること
ができます。

大
お お

塚
つ か

啓
け い

三
さ ぶ

郎
ろ う

が作
つ く

った窯
か ま

で，ここで
益
ま し

子
こ

焼
や き

が初
は じ

めて焼
や

かれました。

益
ま し

子
こ

焼
や き

を初
は じ

めて作
つ く

った大
お お

塚
つ か

啓
け い

三
さ ぶ

郎
ろ う

が寺
て ら

子
こ

屋
や

教
きょう

育
い く

を
受

う

けたお寺
て ら

です。ここか
ら久

く

野
の

陶
と う

園
え ん

に通
か よ

って焼
や

き
物
も の

の作
つ く

り方
か た

を習
な ら

いました。

田
た

中
な か

友
と も

三
さ ぶ

郎
ろ う

は，
笠
か さ

間
ま

で焼
や

かれ
いろいろな名

な

前
ま え

で呼
よ

ばれて
いた焼

や

き物
も の

を
「笠

か さ

間
ま

焼
や き

」と名
な

づけ，全
ぜ ん

国
こ く

に
広
ひ ろ

めました。

益
ま し

子
こ

参
さ ん

考
こ う

館
か ん

登
の ぼ

り窯
が ま

30 旧
きゅう

濱
は ま

田
だ

庄
しょう

司
じ

邸
て い

母
お も

屋
や

31

濱
は ま

田
だ

庄
しょう

司
じ

が使
つ か

った登
の ぼ

り窯
が ま

が今
い ま

も
残
の こ

り，見
け ん

学
が く

ができます。
濱
は ま

田
だ

庄
しょう

司
じ

が暮
く

らした母
お も

屋
や

は，陶
と う

芸
げ い

メッセに移
い

築
ち く

されています。

民
みん

藝
げ い

運
う ん

動
ど う

と益
ま し

子
こ

焼
や き

の発
は っ

展
て ん

笠
か さ

間
ま

焼
や き

の誕
た ん

生
じょう

工
こ う

芸
げ い

陶
と う

器
き

への転
て ん

換
か ん

と
笠
か さ

間
ま

焼
や き

の発
は っ

展
て ん

益
ま し

子
こ

焼
や き

の誕
た ん

生
じょう

２
ふ た り

人の人
に ん

間
げ ん

国
こ く

宝
ほ う

濱
は ま

田
だ

庄
しょう

司
じ

松
ま つ

井
い

康
こ う

成
せ い
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益
ま し

子
こ

古
こ

窯
よ う

跡
し

群
ぐ ん

根
ね

古
ご

屋
や

窯
が ま

岩
い わ

下
し た

製
せ い

陶
と う

登
のぼり

窯
が ま

地
じ

蔵
ぞ う

院
い ん

本
ほ ん

堂
ど う

日
ひ

下
げ

田
た

藍
あ い

染
ぞ め

工
こ う

房
ぼ う

宇
う

都
つ の

宮
み や

家
け

の墓
ぼ

所
し ょ

31 旧
きゅう

濱
は ま

田
だ

庄
しょう

司
じ

邸
て い

母
お も

屋
や

26 山
さ ん

水
す い

土
ど

瓶
び ん

益
ま し

子
こ

陶
と う

芸
げ い

美
び

術
じゅつ

館
か ん

陶
と う

芸
げ い

メッセ・益
ま し

子
こ

濱
は ま

田
だ

庄
しょう

司
じ

記
き

念
ね ん

益
ま し

子
こ

参
さ ん

考
こ う

館
か ん

茨
いばら

城
き

県
け ん

陶
と う

芸
げ い

美
び

術
じゅつ

館
か ん

弥
み

勒
ろ く

教
きょう

会
か い

製
せ い

陶
と う

ふくだ

岩
い わ

谷
や

寺
じ

32 島
し ま

岡
お か

達
た つ

三
ぞ う

作
さ く

品
ひ ん

27 汽
き

車
し ゃ

土
ど

瓶
び ん

綱
つ な

神
じ ん

社
じ ゃ

芦
あ し

沼
ぬ ま

石
い し

採
さ い

掘
く つ

場
じょう

と益
ま し

子
こ

の柿
か き

釉
ゆ う

七
な な

井
い

駅
え き

稲
い な

田
だ

駅
え き

笠
か さ

間
ま

駅
え き

J
ジェイ  R

アール  水
み  戸

と  線
せ ん

益
ま し

子
こ

駅
え き

真も 

岡お
か 

鐵て
つ 

道ど
う

 2  西
さ い

明
みょう

寺
じ

円
え ん

通
つ う

寺
じ

表
おもて

門
も ん

23 陶
と う

祖
そ

顕
け ん

彰
しょう

碑
ひ

28 濱
は ま

田
だ

庄
しょう

司
じ

作
さ く

品
ひ ん

29 益
ま し

子
こ

参
さ ん

考
こ う

館
か ん

上
うえん

台
だ い

・細
さ い

工
く

場
ば

30 益
ま し

子
こ

参
さ ん

考
こ う

館
か ん

登
の ぼ

り窯
が ま

15 楞
りょう

厳
ご ん

寺
じ

16 久
く

野
の

陶
と う

園
え ん

木
も く

造
ぞ う

弥
み

勒
ろ く

仏
ぶ つ

立
りゅう

像
ぞ う

17 笠
か さ

間
ま

焼
や き

発
は っ

祥
しょう

に係
か か

わる登
のぼり

窯
が ま

木
も く

造
ぞ う

薬
や く

師
し

如
に ょ

来
ら い

立
りゅう

像
ぞ う

20 海
な ま こ

鼠釉
ゆ う

流
ながし

掛
が け

茶
ち ゃ

壺
つ ぼ

唐
と う

本
ほ ん

一
い っ

切
さ い

経
きょう

8 唐
と う

本
ほ ん

一
い っ

切
さ い

経
きょう

黒
こ く

釉
ゆ う

捏
こ ね

鉢
ば ち

7 笠
か さ

間
ま

稲
い な

荷
り

神
じ ん

社
じ ゃ

本
ほ ん

殿
で ん

田
た

中
な か

友
と も

三
さ ぶ

郎
ろ う

彰
しょう

徳
と く

碑
ひ

稲
い な

田
だ

神
じ ん

社
じ ゃ

鳳
ほ う

台
だ い

院
い ん

山
さ ん

門
も ん

笠
か さ

間
ま

城
じょう

跡
あ と

笠
か さ

間
ま

城
じょう

櫓
やぐら

笠
か さ

間
ま

城
じょう

門
も ん

  

34 松
ま つ

井
い

康
こ う

成
せ い

作
さ く

品
ひ ん

12 笠
か さ

間
ま

氏
し

累
る い

代
だ い

の墓
ぼ

地
ち

茨
いばら

城
き

県
け ん

立
り つ

笠
か さ

間
ま

陶
と う

芸
げ い

大
だ い

学
が っ

校
こ う

三
さ ん

所
し ょ

神
じ ん

社
じ ゃ

春
しゅん

風
ぷ う

萬
ば ん

里
り

荘
そ う
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