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茶
陶
の
品
格

　

上
野
焼
の
特
徴
は
ま
ず
茶ち

ゃ

陶と
う

で
あ
る
こ
と
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
当
初
か
ら
藩
主
が
使
う
た
め
の

器う
つ
わを
作
り
続
け
て
き
た「
御ご

用よ
う

窯が
ま

」と
し
て
の
伝

統
を
誇
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
か
つ
て
織お

田だ

藩
窯
の
誇
り

御ご

用よ
う

窯が
ま

の
格
調
と
品
質
の
高
さ
…  

上
野
の
本
質
を
知
る
人
は
少
な
い
。

作
り
手
の
数
だ
け
趣

お
も
む
きが
あ
り
、一
つ
と
し
て
同
じ
器
は
存
在
し
な
い
。

絶
え
間
な
く
理
想
を
追
求
し
た
伝
統
の
上
に
、
今
の
上
野
が
あ
る
。

上野焼は価格が高い。 66％
上野焼秋の窯開き来場者100人に聞きました。

　「侘
わ

び寂
さ

び」に「綺
き

麗
れい

」を
加え、潔

いさぎよ

さと美しさが同居
する上野の作風。右は江
戸初期、釜ノ口窯で作ら
れた古上野「藁

わら

灰
ばい

釉
ゆう

茶
ちゃ

碗
わん

」。
左は江戸後期、皿山本窯
で作られた「三

さん

彩
さい

馬
ば だ ら い

盥茶
ちゃ

碗
わん

」。いずれも「上野焼展
図録」より抜粋（個人蔵）。

信の
ぶ

長な
が

は「
茶
の
湯
」を
政
治
に
取
り
入
れ
ま
し
た
。

当
時
、
茶
会
へ
の
出
席
は
権
威
の
証
し
と
さ
れ
、

名
物
茶
器
は
一
国
に
値
し
た
と
い
い
ま
す
。
そ
の

茶
の
湯
を「
侘わ

び
茶
」と
し
て
大
成
し
た
の
が
千

せ
ん
の

利り

休き
ゅ
うで
す
。
上
野
焼
を
開か

い

窯よ
う

さ
せ
た
細
川
忠
興

は
、
信
長
に
仕
え
、
利
休
に
学
ん
だ
超
一
流
の
大

名
茶
人
。
忠
興
の

嗜し

好こ
う

が
原
点
に
あ

る
強
さ
が
、
上
野

焼
の
格
調
の
根
底

に
あ
り
ま
す
。

　

そ
ん
な
上
野
焼

が
一
番
似
合
う
場
所
が
茶
席
で
す
。
11
月
２
日

に
開
か
れ
た
町
民
文
化
祭
で
お
点て

前ま
え

を
披
露
し

た
辻つ

じ

村む
ら

宗そ
う

栄え
い

さ
ん（
赤
池
）は「
目
立
ち
す
ぎ
ず
、

そ
れ
で
い
て
存
在
感
が
あ
る
の
が
上
野
焼
。
茶

席
と
見
事
に
調
和
す
る
力
が
あ
り
、
他
産
地
の

や
き
も
の
と
の
相
性
も
申
し
分
あ
り
ま
せ
ん
」

と
、
空
間
に
溶
け
込
み
つ
つ
、
場
の
景
色
や
雰
囲

気
を
も
変
え
る
上
野
焼
の
魅
力
を
説
明
し
ま
す
。

　

細
川
忠
興
が
求
め
た「
侘わ

び
寂さ

び
」に
通
じ
る

真
っ
す
ぐ
な
趣

お
も
む
き。
そ
の
礎

い
し
ず
えに
時
代
を
経
て
加
味

さ
れ
た
美
し
さ
が
、
国く

に

焼や
き

茶ち
ゃ

陶と
う

、
藩は

ん

窯よ
う

と
し
て

歩
ん
で
き
た
上
野
焼
の
風
格
に
表
れ
て
い
ま
す
。

　 

時
代
と
歩
ん
だ
作
風

　

上
野
焼
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
多
彩
で
あ

る
こ
と
。
多
種
の
釉ゆ

う

薬や
く

が
使
わ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

に
肌
合
い
や
艶つ

や

が
違
い
ま
す
。
そ
の
作
風
は
時

代
に
よ
っ
て
趣

お
も
む
きを
変
え
、
格
調
の
高
さ
を
残
し

な
が
ら
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

戦
乱
の
世
か
ら
間
も
な
い
初
期
の
作
品
に
は
、

研と

ぎ
澄す

ま
さ
れ
た
野や

趣し
ゅ

あ
ふ
れ
る
風
格
が
漂
っ

て
い
ま
す
。
江
戸
後
期
に
は
、
上
野
の
代
名
詞

と
な
っ
て
い
る
銅
を
含
ん
だ
緑ろ

く

青し
ょ
うを
は
じ
め
、

三さ
ん

彩さ
い

や
紫し

蘇そ

手で

な
ど
の
装
飾
性
も
高
ま
り
、
作

品
を
特
徴
づ
け
ま
し
た
。
時
代
と
向
き
合
い
、

試
行
錯
誤
を
重
ね
、
絶
え
間
な
く
陶と

う

技ぎ

の
幅
を

広
げ
て
き
た
上
野
焼
。
４
百
年
を
こ
え
る
伝
統

と
洗
練
さ
れ
た
現

代
感
覚
の
調
和
、

手
間
ひ
ま
を
惜
し

ま
ず
妥
協
を
許
さ

な
い
姿
勢
が
、
ひ

と
つ
の
器う

つ
わ

を
生
み

出
し
て
い
ま
す
。

土作りの仕上げ「菊
きく

練
ね

り」、釉
ゆう

薬
やく

は土味ごとに違う景色をみせる。

上野の多彩な色、肌、技。

主に小笠原藩時代に操業した窯で、多種
多様の技法や釉

ゆう

薬
やく

が特徴。上野焼で最長
期間、240年以上にわたって活躍した窯。

↓
藩
窯
の
使
命
を
全
う
し
た
窯

開窯後から藩主・細川氏が肥
ひ

後
ご

に移るまで
の間に操業した窯跡。自由奔放かつ、民
需的要素の強い作風が特徴とされている。

↓
高
取
焼
系
陶
工
も
携
わ
っ
た
窯

小倉城下にある全長16.6ｍの菜
さ

園
えん

場
ば

窯跡。
細川忠

ただ

利
とし

の藩主時代に操業したと考えら
れている。藩主の「お楽しみ窯」的な存在。

↓
県
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
窯
跡

1602年に開
かい

窯
よう

した上野焼当初の窯。41
ｍにおよぶ連

れん

房
ぼう

式
しき

登
のぼり

窯
がま

の跡がある。純真
さと力強さを備えた格調高い作風が特徴。

↓
長
大
な
登
窯
跡
が
明
ら
か
に
な
っ
た
昭
和
29
年
の
発
掘
調
査

※ 茶碗４点「上野焼展図録」より抜粋（個人蔵）

「
手
取
り
の
感
触
も
口
当
た
り
も
素
晴
ら
し
い
」と
文
化
祭
会
場
で
絶
賛
さ
れ
た
上
野
焼
。
手
か
ら
離
し
た
く
な
く
な
る
魅
力
が
あ
る
。

上野の代表色となってい
る酸化銅を使った釉

ゆう

薬
やく

。
透明な灰釉に藁

わら

灰
ばい

を混
ぜた白濁の美しい釉

ゆう

薬
やく

。
草木の灰に長

ちょう

石
せき

などを
配合した基本的な釉

ゆう

薬
やく

。
灰釉に鉄を混ぜた釉

ゆう

薬
やく

、
一般的に深い茶褐色。

鉄釉の一種、酸化焼成
で透明感のある飴

あめ

色
いろ

に。
唐津焼で有名だが、古
上野にもみられる釉

ゆう

薬
やく

。
見た目も手触りも荒 し々
さが特徴の伝統的釉

ゆう

薬
やく

。
素
き

地
じ

の上に白い土を化
粧掛けする李

りちょう

朝の技法。

素
き

地
じ

に文様を捺
お

し、化粧
土を塗り込む李

りちょう

朝技法。
黒い素

き

地
じ

に白い化粧土
を刷毛で塗る李

りちょう

朝技法。
鉄分を含む絵の具で下
絵を描く、伝統的な技法。

長
ちょうせきゆう

石釉や化粧土を絞り出
すように流し掛ける技法。

三種の釉
ゆう

薬
やく

で彩られる
後期上野の代表技法。

透明感のある薄黄色で
潤
うるお

いのある釉
くすりはだ

肌が特徴。
鉄釉の低火度焼成によ
る窯

ようへん

変で紫
し

蘇
そ

色の肌に。

柚
ゆ

子
ず

の皮のような質感に
なる鉄釉の低火度窯

ようへん

変。

二色の土を使って成形
し木目文様を出す技法。

高麗茶碗や西日本の古
こ

窯
よう

にもみられる淡い色調。
素

き

地
じ

が表れる虫
むし

喰
くい

、粒
が美しく均一に連なる。


