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 本 論 文 で は 江 戸 時 代 中 期 に 誕 生 し 、 現 代 に お い て も 三 重 県 の

伝 統 工 芸 と し て 展 開 さ れ て い る 萬 古 焼 に つ い て 論 じ た 。 従 来 の

陶 磁 器 研 究 と い う 視 点 の み で な く 、 技 術 や 歴 史 的 背 景 と い っ た

多 様 な 側 面 か ら 考 察 し 、 地 域 文 化 と し て と ら え る こ と に 主 眼 を

置 く こ と を 目 的 と し て 考 察 を 行 っ た 。  

そ の 中 で も 初 期 の 萬 古 焼 で 、 古 萬 古 と 称 さ れ る も の と 、 一 度

廃 絶 し た の ち に 復 興 し た 有 節 萬 古 と 分 類 さ れ て い る 萬 古 焼 を 中

心 と し て 、 江 戸 時 代 中 期 か ら 幕 末 、 明 治 初 期 ま で の 時 期 の 展 開

を 取 り 上 げ た 。 特 に 、 萬 古 焼 が 京 焼 の 技 術 系 譜 を 受 け 継 ぎ 誕 生

し た 点 を 踏 ま え 、 そ の 技 術 に つ い て 記 さ れ て い る 陶 器 生 産 技 術

に 関 す る 方 法 を 記 し た 陶 法 書 の 研 究 を 行 い 、 ま た 、 一 度 廃 れ た

萬 古 焼 を 江 戸 時 代 末 期 の 天 保 三 年 に 再 興 し 、 そ の 後 の 萬 古 焼 に

大 き な 影 響 を 与 え た 有 節 萬 古 を 中 心 に 、 作 品 論 だ け で な く 、 こ

れ ま で 研 究 の 蓄 積 が 少 な い 歴 史 的 状 況 や そ の 評 価 、 桑 名 藩 政 下

に お け る 陶 器 生 産 を 中 心 に 考 察 し た 。 こ れ ら の 内 容 を 各 章 に お

い て 論 証 し 、 終 章 と し て や き も の 、 ま た そ れ に 伴 う モ ノ づ く り

の 観 点 か ら 文 化 の 基 層 と い っ た 点 に つ い て 導 き 出 す に 至 っ た 。   

各 章 の 概 要 及 び 成 果 に つ い て は 、 以 下 の と お り で あ る 。  

序 章 に お い て は 、 本 論 文 に お い て 展 開 さ れ る 内 容 の 導 入 と し

て 、 日 本 陶 磁 器 史 に お け る 萬 古 焼 の 位 置 づ け や こ れ ま で の 萬 古

焼 研 究 史 の 整 理 及 び 問 題 点 を ま と め 、 再 評 価 を 促 す 契 機 と な る

内 容 を 論 述 し 、 第 一 章 以 後 の 論 点 整 理 を 行 っ た 。  

「 第 一 章  萬 古 焼 に お け る 陶 器 生 産 技 術 」 で は 、 古 萬 古 を 歴

史 資 料 の 観 点 か ら 整 理 し 、 そ の 問 題 点 や 検 討 ・ 再 評 価 に つ い て

述 べ た 。 そ れ に よ り 「 〔 射 和 萬 古 由 来 書 〕 」 を は じ め と す る 歴

史 資 料 に お け る 問 題 点 を 指 摘 す る と と も に 、 史 料 の 記 述 に 、 小

梅 窯 に お け る 天 明 期 の 状 況 と 伝 世 作 品 と の 整 合 性 を 有 す る こ と

を 再 確 認 し た 。 ま た 、 こ れ ま で 内 容 に つ い て 論 じ ら れ る こ と が

少 な か っ た 『 陶 器 密 法 書 』 を 取 り 上 げ 、 先 行 研 究 の 問 題 点 を 整

理 し 、 そ の 記 述 か ら 古 萬 古 に お け る 小 梅 窯 の 操 業 期 に つ い て 推

測 で き る 記 述 を 指 摘 し た 。 そ し て 、 本 史 料 が 具 体 的 に 古 萬 古 窯

（ 小 梅 窯 ） 操 業 期 の も の で あ る と と も に 、 『 陶 工 必 用 』 と の 比

較 に よ り 江 戸 時 代 中 期 以 降 、 文 化 年 間 に 至 る 京 焼 の 技 術 系 譜 を



有 す る 陶 法 書 と し て も 位 置 づ け を 行 っ た 。  

 「 第 二 章  有 節 萬 古 の 創 業 期 に お け る 諸 問 題 」 は 、 一 旦 途 絶

え て い た 萬 古 焼 を 復 興 さ せ 、 ま た 、 現 在 の 四 日 市 萬 古 な ど に 影

響 を 与 え た 有 節 萬 古 に つ い て 伝 世 作 品 、 歴 史 資 料 、 製 作 道 具 で

あ る 型 資 料 か ら の 考 察 に よ り 論 じ た 。 萬 古 焼 中 興 の 祖 と 称 さ れ

る 初 代 森 有 節 に よ っ て 創 業 さ れ た 有 節 萬 古 は 、 操 業 期 の 資 料 か

ら 日 本 各 地 の 他 窯 と 比 較 し た 上 で 、 現 在 認 識 さ れ て い る 以 上 に

高 い 評 価 を 得 て い た こ と を 指 摘 し た 。 こ れ は 近 代 窯 業 の 発 展 を

背 景 に ま と め ら れ た 資 料 に 著 さ れ て い る と と も に 、 外 国 人 の 視

点 か ら も 語 ら れ て い る こ と は 特 筆 す べ き こ と で あ る 。 こ の こ と

は 、 萬 古 の 名 を 称 す る 秋 田 萬 古 や 足 利 萬 古 な ど 東 日 本 を 中 心 に

伝 播 し た 萬 古 焼 の 技 術 系 譜 と し て 木 型 成 形 に よ る 急 須 の 製 作 が

受 け 継 が れ て い る こ と に も 現 れ て い る 。 そ し て 、 初 代 森 有 節 が

創 業 し て か ら こ れ ら の 評 価 を 受 け る だ け の 技 法 の 開 発 や 作 陶 に

は 、 こ れ ま で 述 べ ら れ て い た 「 工 芸 的 才 能 」 な ど と い っ た も の

だ け で は な く 、 父 親 で あ る 与 市 が 窯 の 操 業 に 関 与 し て い た こ と

が 明 ら か と な っ た 。 ま た 、 与 市 に つ い て は 天 保 十 五 年 ま で は 有

節 を 号 し て い た こ と が 史 料 か ら 確 認 で き 、 そ の 頃 ま で の 有 節 銘

が 記 さ れ て い る 作 品 や 木 型 に よ る 成 形 技 法 に よ り 作 陶 さ れ て い

る も の は 、 従 来 の 初 代 森 有 節 作 と す る こ と に 対 し て 検 証 が 必 要

で あ り 、 今 後 の 課 題 の 一 つ で あ る こ と を 指 摘 し 、 有 節 萬 古 の 技

法 や 歴 史 的 背 景 を 検 討 す る 上 で 新 た な 知 見 を も た ら し た と 考 え

ら れ る 。  

 「 第 三 章  有 節 萬 古 に お け る 使 用 印 の 考 察 」 で は 、 伝 世 作 品

の 中 で 銘 を 有 す る 作 品 、 及 び 当 代 森 有 節 の 自 筆 と 考 え ら れ る 箱

書 き の 伴 う 作 品 を 抽 出 し 、 特 に そ の 峻 別 に 疑 問 が 入 る 余 地 の 少

な い 作 品 の 印 を 分 類 し た 。ま た 、森 有 節 家 に 伝 来 し た 型 資 料 類 、

窯 跡 か ら の 出 土 資 料 に 捺 さ れ て い る 印 か ら の 考 察 も 加 え 、 有 節

萬 古 に 使 用 さ れ た 印 種 の 特 定 作 業 を 行 っ た 。 こ れ に よ り 有 節 萬

古 の 印 種 と し て は 合 計 三 十 種 類 の 印 を 確 認 す る こ と が で き た 。

こ れ ら の 考 察 に よ り 、 従 来 認 識 さ れ て い な か っ た 「 小 向 」 印 の

存 在 、 有 節 萬 古 の 中 で も 伝 世 作 品 の 少 な い 千 秋 作 の 印 を 特 定 で

き た こ と は 、 新 た な 成 果 を も た し た も の で あ る 。 そ の た め 、 有



節 萬 古 に お け る 使 用 印 は 多 岐 に わ た る が 、 印 種 を 特 定 す る こ と

に よ り 有 節 萬 古 作 品 峻 別 の 基 準 の 一 つ と な る だ け で な く 、 取 り

上 げ た 印 種 か ら 作 品 の 特 徴 を と ら え る こ と が で き 、 そ の こ と に

よ り 第 三 章 で は 言 及 さ れ な い 他 印 種 を 含 め 、 全 体 的 な 様 式 論 へ

と 展 開 す る こ と が で き る も の と 考 え ら れ る 。 そ し て 、 若 干 で は

あ る が 年 代 の 判 明 す る 資 料 の 印 種 を 考 察 す る こ と に よ り そ の 傾

向 な ど に つ い て も 指 摘 し た 。 こ の こ と は 、 有 節 萬 古 の 作 品 を 特

定 す る た め の 印 種 の 一 部 が 判 明 し た だ け で な く 、 印 種 の 使 用 傾

向 が 有 節 萬 古 操 業 期 に お け る 他 窯 と の 関 係 に お い て 、 少 な か ら

ず 影 響 を 受 け て い た 可 能 性 を 確 認 す る に 至 っ た 。  

 「 第 四 章  有 節 萬 古 作 品 研 究 」 は 、 有 節 萬 古 の 特 徴 の 一 つ で

あ る 腥 臙 脂 秞 を 使 用 し た 作 品 の 年 代 と 開 発 経 緯 の 考 察 、そ し て 、

古 萬 古 や 他 の 萬 古 焼 と の 峻 別 の 基 準 を 検 討 す べ く 作 品 の 比 較 検

討 を 行 っ た 。 腥 臙 脂 秞 に 関 し て は 、 絵 付 け へ の 使 用 年 代 の 傾 向

を 、 有 節 萬 古 の 陶 法 や 釉 薬 調 合 の 記 録 か ら 補 完 す る 形 で 考 察 し

た 。 そ の 結 果 、 初 代 森 有 節 の 腥 臙 脂 秞 開 発 は 天 保 年 間 の 創 業 期

よ り 始 ま り 、 文 久 も し く は 嘉 永 期 に は 、 安 定 し た 発 色 と と も に

作 品 へ 反 映 さ れ て い た こ と を 確 認 す る こ と が で き た 。 同 時 に 初

代 森 有 節 が 、 こ の 釉 薬 の 開 発 に 苦 心 し て い た 痕 跡 も 、 調 合 し た

材 料 の 変 遷 が 記 録 さ れ た 史 料 か ら 読 み 取 る こ と も で き 、 そ れ に

よ り 日 本 で 最 初 に 開 発 し た 釉 薬 の 位 置 づ け 、 広 く 江 戸 時 代 末 期

に お け る 陶 磁 器 生 産 技 術 の 一 面 を と ら え る こ と が で き た と 考 え

ら れ る 。こ れ ら の 成 果 は 、今 後 の 萬 古 焼 の 作 品 峻 別 だ け で な く 、

有 節 萬 古 の 作 品 年 代 を 検 討 す る 上 で 参 考 と な る べ き 点 で あ る と

考 え ら れ る 。  

 「 第 五 章  桑 名 藩 に お け る 陶 器 政 策 の 一 側 面 」 は 、 有 節 萬 古

が 操 業 さ れ て い た 桑 名 藩 政 下 の 歴 史 的 状 況 と そ の 影 響 に つ い て

論 述 し た 。 江 戸 時 代 末 期 に お け る 陶 磁 器 生 産 が 桑 名 藩 政 に と っ

て ど の よ う な 位 置 づ け で あ っ た か 、 特 に 初 代 森 有 節 が 任 命 さ れ

た 国 産 陶 器 取 締 掛 を 考 察 す る に あ た り 、 研 究 の 現 状 を ま と め る

試 み を 行 っ た 。 し か し 、 桑 名 藩 の 職 制 は 他 の 役 職 も 詳 細 な 研 究

が 行 わ れ て い な い 状 況 も あ り 、 他 藩 で あ る 佐 賀 藩 や 尾 張 藩 な ど

陶 磁 器 生 産 を 藩 運 営 に ど の よ う に 活 用 し て い た か 、 先 行 研 究 を



概 観 し つ つ 、 そ の 上 で 、 桑 名 藩 政 下 の 史 料 か ら 国 産 陶 器 取 締 掛

の 職 制 や 桑 名 藩 政 下 に お け る 陶 器 政 策 に つ い て 若 干 の 考 察 を 行

っ た 。 そ し て 、 桑 名 藩 に お い て も 、 幕 末 に 各 藩 に お い て も 専 売

制 、 殖 産 興 業 政 策 と い っ た も の が 行 わ れ て い る こ と を 考 慮 す る

と 、 江 戸 時 代 後 期 以 降 は 陶 磁 器 の 需 要 を 見 越 し 、 生 産 地 を 有 す

る 各 藩 で も 領 内 の 産 業 を 盛 ん に し 、 そ れ を 維 持 す る た め に 何 か

し ら の 政 策 を 実 施 す る こ と を 試 み た と 容 易 に 推 測 す る こ と が で

き る 。 そ の 上 で 、 今 後 の 桑 名 藩 に お け る 陶 器 生 産 と 流 通 、 そ れ

を 藩 政 下 で 実 施 し て い た 仕 組 み を 明 ら か に し て い く こ と が 今 後

の 課 題 と し て 検 討 す る 必 要 が あ る と 考 え ら れ る 。  

 「 終 章  「 勘 弁 」 の 系 譜 」 は 、 第 五 章 ま で の 成 果 を ま と め 、

そ れ を 踏 ま え て 地 域 に お け る 陶 磁 器 生 産 と 文 化 に つ い て 論 じ た 。

陶 器 磁 生 産 と い う モ ノ づ く り が 、 そ れ ぞ れ の 時 代 の 文 化 と し て

ど の よ う な 意 識 か ら 展 開 さ れ て い た か に つ い て 、 本 論 文 で 取 り

上 げ た 陶 法 書 を も と に 検 討 を し た 。 陶 磁 器 生 産 技 術 の 進 歩 が 現

在 ま で 連 綿 と 続 き 、 そ れ が 時 代 の 需 要 に 応 じ て 、 そ の 時 の 文 化

の 一 端 を 反 映 し て い る と 考 え 、 モ ノ づ く り と い う 視 点 で と ら え

た 場 合 、 陶 磁 器 生 産 の 発 展 が 陶 工 達 の 向 上 心 に よ り 、 技 術 が 進

歩 し 、 生 産 品 の 向 上 へ と つ な が っ て い る こ と は 明 ら か で 、 そ の

意 識 を 考 え る に あ た り 「 勘 弁 」 の 語 が 重 要 な 意 味 を 持 ち 、 使 用

者 の 視 座 ま で 見 据 え た 意 識 の 現 れ と 考 え ら れ る 。陶 磁 器 生 産 が 、

口 伝 に よ る 技 術 伝 承 が 主 流 の 状 況 で 、 そ の 思 想 を 基 底 と し て 、

モ ノ づ く り と い う も の が 平 面 的 な 広 が り を 持 つ こ と に よ り 、 各

方 面 へ 影 響 を 与 え 、 文 化 の 一 側 面 を 担 っ て い る 。 そ の 原 点 と い

う べ き 意 識 の 基 層 に あ る も の が 「 勘 弁 」 で あ り 、 そ の 系 譜 が 連

綿 と 続 き 、 発 展 さ せ る も の で あ る と い う 点 を 論 述 し 、 本 論 文 の

主 眼 で あ る 地 域 に お け る 陶 磁 器 生 産 と 文 化 を 考 え る 一 側 面 で あ

る と い う 結 論 に 至 っ た 。  
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