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専門

せんもん

テーマ「九谷焼

く た に や き

」 

 

今年度の検定試験（初級）は、全部で 60 問ですが、このうち 50 問は歴史・

自然

し ぜ ん

・方言

ほうげん

などからの総合問題、10 問は専門

せんもん

テーマであります「九谷焼」から

の出題となります。 

「九谷焼」をテーマとした問題は、①古九

こ く

谷

たに

の始まり ②再興九谷の歴史 ③

著名な九谷焼作家 ④九谷焼に関する遺跡

い せ き

や展示館 などを素材

そ ざ い

とした問題が

予定されています。これらに関することをあらかじめ勉 強

べんきょう

しておくと、初級合

格に大変有利となるでしょう。 

 

 

古九谷の始まり 

伝 承

でんしょう

によれば、大聖寺藩初代藩主の前田利

とし

治

はる

は、領 内

りょうない

の九谷村で鉱山を開

発中に陶

とう

石

せき

が発見されたのを契機

け い き

に、鉱山開発に従事し錬

れん

金

きん

の役

やく

を務

つと

めていた

後藤

ご と う

才

さい

次郎

じ ろ う

を肥前

ひ ぜ ん

有田

あ り た

に派遣

は け ん

して陶 業

とうぎょう

技術

ぎじゅつ

を学ばせたと言われています。後藤

は帰藩

き は ん

後、九谷の地に窯

かま

を築

きず

き、田村権

た む ら ご ん

左右

ざ う

衛門

え も ん

を指導

し ど う

して、明暦

めいれき

元年（1655）

頃に色絵

い ろ え

磁器

じ き

生産

せいさん

を始めた。これが九谷焼生産の始

はじ

まりとされています。 

その後、この事業は２代藩主利

とし

明

あき

が引き継

つ

ぎましたが、この時期に焼 成

しょうせい

され

た作品は「古九

こ く

谷

たに

」と呼ばれ、焼き物の中では高く評価されています。 

 古九谷は、力強い呉須

ご す

の線 描

せんびょう

の上に、紫・緑・黄・紺 青

こんじょう

・赤の五彩

ご さ い

を用

もち

い

て、絵の具

ぐ

を厚

あつ

く盛

も

り上げて描

えが

くことが特 徴

とくちょう

です。作品は花鳥

かちょう

、山水

さんすい

、風物

ふうぶつ

を

題材

だいざい

に豪放

ごうほう

な味わいを醸

かも

し出していますが、一定の画風

が ふ う

というものは存在

そんざい

せず、

極

きわ

めて変化に富

と

んでいます。また、赤色を全く使わず、紫・黄・緑・紺青のう

ちから２色または３色で、「塗埋手

ぬ り う め で

」の手法

しゅほう

で描く「青手

あ お で

」と称する古九谷は、

初級編 
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大胆

だいたん

なデザインのものが多く、見る人に強 烈

きょうれつ

な印 象

いんしょう

を与えます。 

 

古九谷廃絶の経緯 

溢

あふ

れんばかりのエネルギーを放

はな

った古九

こ く

谷

たに

ですが、約 50 年で突如

とつじょ

として姿

を消しました。廃

はい

窯

よう

の時期

じ き

については一般的に元禄

げんろく

年間とされていますが、詳

くわ

し

い事情

じじょう

を語

かた

る文献

ぶんけん

資料

しりょう

は残っていません。現在、発掘

はっくつ

調査の結果をもとに、廃

はい

窯

よう

年代を推定

すいてい

で宝

ほう

永

えい

7 年（1710）頃としています。 

 廃窯の原因は、確

たし

かなことは分

わ

かっていませんが、延宝

えんぽう

3 年（1675）大聖

寺藩内の凶 作

きょうさく

、天和

て ん な

2 年（1682）大聖寺江戸

え ど

藩邸

はんてい

に大火、また 貞

じょう

享

きょう

3 年

（1686）頃からの大聖寺藩の財政

ざいせい

悪化

あ っ か

などにより、多額の経費を必要とする

九谷陶 業

とうぎょう

の廃止

は い し

に結

むす

びついたのではないかと考えられています。 

 また、事業を推進してきた２代藩主前

まえ

田

だ

利

とし

明

あき

やが製陶

せいとう

技術

ぎじゅつ

の責任者

せきにんしゃ

だった

後藤

ご と う

才

さい

次郎

じ ろ う

忠

ただ

清

きよ

が死去したことなども廃

はい

窯

よう

に拍車

はくしゃ

をかけたと考えられています。 

 さらに元禄

げんろく

3 年（1690）以降は、伊万里

い ま り

色絵

い ろ え

の黄金

おうごん

時代

じ だ い

が始まり、日本海西廻

にしまわ

り航路

こ う ろ

の整備

せ い び

もあり、伊万里焼が国内各地へ販路

は ん ろ

を広げました。この伊万里の

流 通

りゅうつう

の圧倒的優位

ゆ う い

に押

お

されたことも大きな原因だと考えられています。 

 

再興九谷焼の歴史 

古九谷が廃窯

はいよう

して約 100 年後、金沢の春日山

か す が や ま

で窯 業

ようぎょう

が再興

さいこう

されたことを機

に、大聖寺藩領内でも九谷焼再興の動きが起こりました。 

 吉

よし

田屋

だ や

窯

がま

（1824～31）は、大聖寺の豪 商

ごうしょう

、豊田伝

と よ た で ん

右

う

衛門

え も ん

が古九谷再興を

めざし、古九

こ く

谷

たに

窯

よう

に隣接

りんせつ

して窯を築

きず

きました。その後、九谷の地では不便

ふ べ ん

だと

いうことで、山代に窯を移しました。吉田屋窯で焼

や

かれた九谷焼は、青手

あ お で

古九

谷の「塗埋手

ぬ り う め で

」を踏 襲

とうしゅう

しており、「青九

あ お く

谷

たに

」と呼ばれています。 

 一方、休 窯

きゅうよう

した吉田屋窯を買 収

ばいしゅう

し再興させのが宮本屋

み や も と や

宇右

う

衛門

え も ん

です。宮本

屋窯（1832～59）の主工、飯

いい

田屋

だ や

八郎

はちろう

右

う

衛門

え も ん

は絵付

え つ け

に主力を注

そそ

ぎ、赤絵細描

あかえさいびょう

の優

ゆう

品

ひん

を焼 成

しょうせい

した。この窯の赤絵細描の画風

が ふ う

を「八郎手

は ち ろ う て

」、または「飯

いい

田屋

だ や

」

と呼ばれています。 

 このほか、大聖寺藩が山本彦

やまもとひこ

左

ざ

衛門

え も ん

に命じて江沼郡

え ぬ ま ぐ ん

松山村

まつやまむら

に築

きず

かせた松山

まつやま

窯

がま
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（1848～72）がありました。名陶工

めいとうこう

の粟生屋

あ お や

源

げん

右

う

衛門

え も ん

らを招き、主に藩の贈答

ぞうとう

用品を作りました。 

 

著名な九谷焼作家 

 

浅井

あ さ い

 一亳

い ち も う

  天保 7 年(1836)～大正５年(1916) 

 陶芸家。藩士浅井

あ さ い

長右

ちょうう

衛門

え も ん

の二男。本名幸八

こうはち

。宮本屋窯で九谷焼の絵付

え つ

けを

学び、赤絵九

あ か え く

谷

たに

の名工

めいこう

となった。竹内吟

たけうちぎん

秋

しゅう

の実弟

じってい

。 

 

竹内吟

ぎん

秋

しゅう

 天保 3 年(1832)～大正 2 年(1913) 

 陶芸家。大聖寺藩士浅井家の長男であったが、竹内家の養子

よ う し

となった。飯

いい

田屋

だ や

八郎

はちろう

右

う

衛門

え も ん

や塚谷

つかたに

竹

ちっ

軒

けん

などから絵や焼き物の技術を学んだ。のち私学校

「維新舎

い し ん し ゃ

」を設立

せつりつ

し陶

とう

画工

が こ う

を養成。明治 12 年九谷陶器会社を設立し総支配人

となった。赤絵と古九谷風の色絵

い ろ え

が巧

たく

みであった。墓所は 松

しょう

縁寺

え ん じ

。 

 

中村 秋塘

しゅうとう

（初代） 慶応元年(1865)～昭和 3 年(1928) 

 陶芸家・赤絵細描の名手として知られる。本名亀次郎。父から陶画を学び、

明治 10 年家業

かぎょう

を継

つ

いだ。のち竹内吟

ぎん

秋

しゅう

に師事

し じ

し、陶

とう

技

ぎ

を 修

しゅう

得

とく

。赤絵細描

あかえさいびょう

の名手

めいしゅ

となり「砡質手

ぎょくしつで

」をあみだした。 

 

北出塔

と う

次郎

じ ろ う

  明治 31 年～昭和 43 年（1898～1968） 

兵庫県

ひょうごけん

生まれ。勅使

ちょくし

村

むら

字

あざ

栄

さかえ

谷

たに

の九谷焼窯元

かまもと

北出家の養子

よ う し

となる。大阪美術学

校日本画科

に ほ ん が か

に入学、矢野

や の

橋 村

きょうそん

に師事

し じ

。また色絵陶磁

と う じ

研究のため、北出家を長期

間訪れていた富本

とみもと

憲吉

けんきち

に影 響

えいきょう

を受

う

ける。昭和 21 年（1946）工芸美術石川

いしかわ

塾

じゅく

を開講

かいこう

。多くの子弟を養成する。ひき続き、金沢美術工芸専門学校設立に参画

さんかく

、

その後、金沢美術工芸大学の教 授

きょうじゅ

となる。昭和 43 年（1968）九谷ではじめ

て芸 術 院

げいじゅついん

賞

しょう

を受賞する。 

 

初代 須田菁

す だ せ い

華

か

   文久 2 年～昭和 2 年（1862～1927） 

金沢の泉 町

いずみまち

に生まれる。本名与

よ

三郎

さぶろう

。明治 13 年（1880）石川県勧 業

かんぎょう

試験場

しけんじょう

の陶

とう

画部

が ぶ

を卒業後、京都で製陶

せいとう

を学ぶ。明治 16 年（1883）九谷陶器会社に招 聘

しょうへい

され、山代に移る。会社解散後、独立し、明治 39 年（1906）には菁

せい

華

か

窯

がま

（ 登

のぼり
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窯

がま

）を築き、染付

そめつけ

、祥

しょん

瑞

ずい

、呉須

ご す

赤絵

あ か え

などの作品に腕

うで

をふるう。大正 4 年（1915）、

山代温泉に滞在

たいざい

していた北大路

き た お お じ

魯山人

ろ さ ん じ ん

に陶芸

とうげい

を指導

し ど う

した。のち、魯山人は「私

は須田菁

す だ せ い

華

か

に教えられた」と話している。 

 

 

九谷焼に関する遺跡や展示館 

 

九

く

谷

たに

磁器

じ き

窯跡

かまあと

（国指定史跡） 

  山中温泉からさらに大聖寺川に沿

そ

って上流域に九谷町

く た に ま ち

がある。現在はダム

建設のため、すべての住民は移住し無人

む じ ん

となっている。この九

く

谷

たに

集 落

しゅうらく

の大聖

寺川を挟

はさ

んで対岸

たいがん

の山の斜面

しゃめん

に、江戸時代前期の窯跡

かまあと

２基

き

と江戸後期の窯跡

１基が確認

かくにん

されている。江戸前期の窯跡はいずれも連房式

れんぼうしき

の登

のぼ

り窯

がま

跡で「古

九谷」を焼いた窯跡

かまあと

と考えられる。また、江戸後期の窯跡は、古九谷を再興

さいこう

し

ようとした吉田屋伝

よ し だ や で ん

右

う

衛門

え も ん

が開いた吉田屋窯跡とみられている。一方、九谷

集落跡の「九谷Ａ遺跡

い せ き

」がらは色絵

い ろ え

窯

がま

があったと推定

すいてい

される遺構

い こ う

も確認され

た。 

 

石川県

いしかわ けん

九谷焼

く た に や き

美術館

びじゅつ かん

 （大聖寺地方町） 

江戸時代初期の彩 色

さいしょく

磁器

じ き

「古九

こ く

谷

たに

」をはじめとして、およそ 350 年にわ

たる九谷焼

く た に や き

の名品を展示

て ん じ

する美術館です。 

 「青手

あ お て

の間

ま

」「色絵

い ろ え

・五彩

ご さ い

の間」「赤絵

あ か え

・金襴

きんらん

の間」と九谷焼を様式

ようしき

別

べつ

に分け、

各展示室を回廊式

かいろうしき

に配置

は い ち

し、雰囲気

ふ ん い き

の異

こと

なった空間で鑑 賞

かんしょう

できます。デジタ

ルライブラリーでは収 蔵 品

しゅうぞうひん

をはじめ、全国の美術館で所蔵

しょぞう

する古九谷の名品

めいひん

など約 200 点を見るコーナーも充 実

じゅうじつ

しています。 

 また九谷焼美術館は「古九谷の杜

もり

・親水

しんすい

公園

こうえん

」内にあり、公園と一体化し、

光と風を感

かん

じながら、四季折々

し き お り お り

の美しい姿を楽

たの

しむことができます。 

 

九谷焼

く た に や き

窯跡

かまあと

展示館

て ん じ か ん

 （山代温泉） 

現代

げんだい

九谷焼のルーツである再興九

さ い こ う く

谷

たに

吉

よし

田屋

だ や

窯

がま

以来の窯跡

かまあと

（国

くに

指定

し て い

史跡

し せ き

）を

発掘

はっくつ

、整備

せ い び

し、その遺構

い こ う

を公開

こうかい

している展示館です。 

 敷地

し き ち

内には九谷焼の窯

かま

として現存

げんぞん

最古

さ い こ

の本焼

ほんやき

窯

がま

が残る窯小屋があります。さ

らに江戸後期の古材

こ ざ い

を利用して明治中期に建

た

てられた九谷壽

じゅ

楽

らく

窯

かま

の 旧

きゅう

母屋

お も や

兼

けん
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工房

こうぼう

が展示棟

て ん じ と う

として活用されており、九谷焼の製作

せいさく

工程

こうてい

や歴史

れ き し

が企画展などに

よって魅力的

みりょくてき

に 紹

しょう

介

かい

されています。また、蹴

け

りロクロや絵付

え つ

け体験

たいけん

コーナー

（要予約

よ う よ や く

）もあり、九谷焼のオリジナル作品を作ることもできます。 


