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① 

 

古墳 

① 

②各所 

③ 

④ 

⑤ 

山陽小野田市ふるさと文化遺産  

窯のまち  

 

山陽
さんよう

小野田市
お の だ し

の窯業
ようぎょう

は、古墳
こ ふ ん

時代
じ だ い

から現在
げんざい

に至
いた

る長
なが

い歴史
れ き し

の中
なか

で形態
けいたい

を変
か

えながら、人々
ひとびと

の生活
せいかつ

に深
ふか

い関
かか

わりを持
も

った産業
さんぎょう

のひとつです。山陽小野田市の地形
ち け い

や風土
ふ う ど

が活
い

かされて

おり、当時
と う じ

のまちの発展
はってん

や、 新
あたら

しいまちづくりの基盤
き ば ん

となっています。今
いま

も小野田地域
ち い き

に

は窯業の歴史を物語
ものがた

る数
かず

多
おお

くの遺産
い さ ん

や造形
ぞうけい

作品
さくひん

があり、窯業との深い関わりが分
わ

かります。 

窯業とは「窯
かま

を用い、粘土
ね ん ど

その他の非金属
ひきんぞく

無機
む き

材 料
ざいりょう

などに高温
こうおん

加工
か こ う

する工 業
こうぎょう

。すなわち陶磁器
と う じ き

・ガラス・ 

セメント・琺瑯
ほうろう

・鉄器
て っ き

・煉瓦
れ ん が

などの製造業
せいぞうぎょう

の総 称
そうしょう

」（『広辞苑』第七版）とされています。 

 

 序章 山陽
さんよう

小野田市
お の だ し

の窯業
ようぎょう

の歴史
れ き し

  

  6世紀
せ い き

末
まつ

、古墳時代の産業として、竜王山
りゅうおうざん

周辺
しゅうへん

では須恵器
す え き

が生産
せいさん

されていました。 

時を経
へ

て 19世紀になると、旦
だん

地域では、日用
にちよう

雑器
ざ っ き

を焼成
しょうせい

する窯が増
ふ

えました。19世紀 

の半
なか

ば、天保
てんぽう

末年
まつねん

（1840年頃）に「手塩
て し お

皿
ざら

」づくりから新
あら

たに始
はじ

まった近代
きんだい

の窯業を飛躍的
ひやくてき

 

に発展させたのは、明治
め い じ

22年（1889）硫酸
りゅうさん

町
まち

の名
な

にしのばれる硫酸製造
せいぞう

会社
がいしゃ

の創業
そうぎょう

です。 

19世紀後半
こうはん

には、セメント会社、硫酸製造会社ができ、小野田のまちは近代産業都市と 

して一
いち

大
だい

飛躍をとげました。近年
きんねん

はガラス文化
ぶ ん か

に注目
ちゅうもく

が集
あつ

まり、新しい文化の創造
そうぞう

による 

まちづくりが進められています。 

6 世紀～7 世紀 ①須恵器 

この間、本市の窯業については、不明
ふ め い

 

      ②小野田の皿山 

       日用雑器焼成 

③セメント  

日本初の民間
みんかん

セメント会社 

「小野田セメント」徳利
とっくり

窯
がま

 

      ④硫酸瓶 

              日本舎
せい

密
み

製造会社 

  ⑤ガラス 

     「現代
げんだい

ガラス展 in山陽小野田」 

         ３年に１回開催
かいさい

 

江戸 

明治 

平成 

山陽小野田市 

第
一
章 

第
二
章 

第
三
章 

第
四
章 
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小野田で焼き物が盛
さか

んに行われた要因
よういん

のひとつは陶土
と う ど

に適
てき

した小野田の粘土
ね ん ど

です。 

粘土を産出
さんしゅつ

する地層
ち そ う

についてみてみましょう。 

 

  本市には宇部
う べ

層群
そうぐん

と呼
こ

称
しょう

される新生代
しんせいだい

古
こ

第三
だいさん

紀
き

中
ちゅう

―後期
こ う き

始
し

新世
しんせい

（4800～3400万年前）

の地層が広く分布
ぶ ん ぷ

しています（図１）。宇部層群のうち、陸域
りくいき

に分布するものは、下位
か い

の

厚東
こ と う

川
がわ

礫岩層
れきがんそう

と上位
じょうい

の宇部夾
うべきょう

炭層
たんそう

に二分
に ぶ ん

されています。宇部夾炭層には数枚
すうまい

の石
せき

炭層
たんそう

が挟
はさ

まれており、かつて宇部
う べ

炭田
たんでん

として採掘
さいくつ

され、地域
ち い き

経済
けいざい

の大
おお

いなる発展に寄与
き よ

しました。

この宇部夾炭層は上・中・下の３部層
ぶ そ う

に細分
さいぶん

されています。下部
か ぶ

層の最
さい

下部
か ぶ

に灰
かい

青色
せいしょく

の

粘土または頁岩層
けつがんそう

があり、旦地域およびその周辺各地でセメント原料
げんりょう

および陶器
と う き

原料と

して採掘されました。 

小野田の旦地域から産出する粘土によって製造された製品には、耐酸
たいさん

瓶
びん

、土管
ど か ん

、蛸壺
たこつぼ

な

どがあります。粘土原料中で潜在的
せんざいてき

に存在していると算定
さんてい

される原土
げ ん ど

はネバ、マサ、アオ

と呼ばれたものです。これら単体
たんたい

の原土は、軟化
な ん か

して変形
へんけい

し始める温度
お ん ど

が低く、また酸化
さ ん か

鉄
てつ

の含有量
がんゆうりょう

が多く、耐酸性
たいさんせい

に富
と

むことが特徴
とくちょう

です。 

 

 

 

 

   

 

  

 

                   

 

本市南部
な ん ぶ

の竜王
りゅうおう

山
ざん

南麓
なんろく

から南方
なんぽう

の本山町
もとやまちょう

にかけて、須恵器が生産された窯跡
かまあと

がかつて 

数
すう

ヵ所
しょ

ありました。この地帯
ち た い

には、第四紀更新
こうしん

世
せい

の海
かい

成
せい

段丘
だんきゅう

を構成
こうせい

する段丘
だんきゅう

堆積物
たいせきぶつ

が 

宇部夾炭層や周防
す お う

変成岩
へんせいがん

を不整合
ふせいごう

におおって分布しています（図１）。この段丘堆積物の 

中には、宇部地域に模式的
もしきてき

に分布する黒崎粘土層や砂質
さ し つ

粘土層が含まれています。地質図

を参照すると、須恵器窯跡は、段丘堆積物の分布地帯の内部や段丘堆積物と基盤岩
きばんがん

との境

界（不整合面）付近に分布しているように見えます。このことから、須恵器の原料粘土は 

段丘堆積物を構成する粘土が用いられた可能性が高いといえます。 
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第 1章 古墳
こ ふ ん

時代
じ だ い

の焼
や

き物
もの

「須恵器
す え き

」     

１.土師器
は じ き

から須恵器
す え き

へ 

  土器
ど き

は縄文
じょうもん

時代に出現
しゅつげん

し、4世紀
せ い き

までは酸化
さ ん か

焔
えん

で焼かれた素焼
す や

きの「土師器」と呼ば 

 れる土器が生産
せいさん

され、木製
もくせい

の器
うつわ

などとともに使用
し よ う

されていました。「須恵器」の生産が 

 日本で始
はじ

まるのが、およそ 4世紀末から 5世紀初頭
しょとう

です。 

須恵器は、轆轤
ろ く ろ

と窖
あな

窯
がま

を使用
し よ う

して同一
どういつ

規格
き か く

の製品
せいひん

を大量
たいりょう

に生産することや、土師器と 

 比較
ひ か く

して壊
こわ

れにくく、汚
よご

れにくいことから、その登場
とうじょう

は日本の焼き物の歴史
れ き し

にとって  

大きな画期
か っ き

でした。 

須恵器の生産地の条件
じょうけん

が小野田には揃
そろ

っていました。 

★窯を築
きず

くことが可能
か の う

な耐火性
たいかせい

の強
つよ

い土
つち

、良質
りょうしつ

の陶土
と う ど

 

  ★長時間
ちょうじかん

高温
こうおん

を発
はっ

し、火
ひ

足
あし

の長
なが

い燃料
ねんりょう

（松
まつ

など）を供 給
きょうきゅう

可能
か の う

 

  ★生産した須恵器を需要地
じゅようち

に運
はこ

ぶ陸路
り く ろ

、海路
か い ろ

の便
びん

 

  ★須恵器を成形
せいけい

し、窯で焼成
しょうせい

する技術
ぎじゅつ

をもった専門
せんもん

の工人
こうじん

集団
しゅうだん

 

 

   須恵器の特徴
とくちょう

 

 

 

 

 

図 2 須恵器 窯のイメージ 

 

 

 

 

 

市指定文化財 松山
まつやま

窯
がま

跡
あと

出土品
しゅつどひん

 横
よこ

瓶
べ

 

起源
き げ ん

 4世紀末～5世紀初頭（古墳
こ ふ ん

時代中期）に 

朝鮮
ちょうせん

半島
はんとう

から伝来
で ん ら い

 

色
いろ

 青
せい

灰色
かいしょく

 

成形方法
ほうほう

 轆轤
ろ く ろ

を使
つか

って回転
かいてん

させながら、薄
うす

く成形 

叩
たた

き板
いた

等
など

の道具
ど う ぐ

を使用 

焼成方法 山
やま

の斜面
しゃめん

を使ってトンネル状
じょう

にした窖
あな

窯
がま

 

の中で、酸素
さ ん そ

の供 給
きょうきゅう

を断
た

った状態
じょうたい

で、 

１０００度以上
いじょう

で焼成 

用途
よ う と

  飲
の

み物や水
みず

を貯
たくわ

える器
うつわ

・古墳
こ ふ ん

の副葬品
ふくそうひん

 



4 

 

２.小野田の須恵器  

初期
し ょ き

の須恵器は、現在
げんざい

の大阪府
おおさかふ

の南部
な ん ぶ

、泉北
せんほく

丘陵
きゅうりょう

一帯
いったい

の「陶邑
すえむら

」と呼
よ

ばれた地域
ち い き

を中心
ちゅうしん

 

 に生産されました。５世紀末から６世紀初頭になると、各地
か く ち

で陶邑の技術を導入
どうにゅう

した  

地方窯が成立
せいりつ

して須恵器生産が活発
かっぱつ

になり、須恵器の全国的
ぜんこくてき

な普及
ふきゅう

を促
うなが

しました。 

長門
な が と

国
のくに

（県域
けんいき

西
せい

・北部
ほ く ぶ

）では、山陽小野田市須恵と宇部市
う べ し

岐波
き わ

で須恵器生産が開始
か い し

され、 

本山
もとやま

半島
はんとう

に形成
けいせい

された窯は十数基
じゅうすうき

確認
かくにん

されています。今日
こんにち

に残
のこ

る焼野
や け の

、大
おお

須恵
す え

、松山
まつやま

など

の地名
ち め い

は古代
こ だ い

須恵器生産を語
かた

り継
つ

ぐ小野田の歴史的な地名です。焼野の「野」とは緩
ゆる

やか

な傾斜地
けいしゃち

であり、須恵器を焼いた野から焼野といわれたそうです。 

最古
さ い こ

の窯は松山
まつやま

窯
がま

で、窯本体は現存
げんぞん

しませんが、灰
はい

や焼き損
そん

じ品
ひん

などの投棄
と う き

場所
ば し ょ

である

灰
はい

原
ばら

の発掘
はっくつ

調査
ちょうさ

が行
おこな

われ、６世紀末から７世紀初頭の製品が出土
しゅつど

しています。 

                        

 

                                                                  

 

 

                               

                                              本山岬で発見された蛸壺
たこつぼ

 

市指定文化財 松山窯跡出土品 甕
かめ

      市指定文化財 松山窯跡出土品          

松山窯で焼かれていた須恵器の特徴
とくちょう

は、器表
きひょう

に流
なが

れ出
だ

した自然釉
しぜんゆう

が顕著
けんちょ

なことです。 

3頁
ページ

「横
よこ

瓶
べ

」の自然釉は、高温で焼かれたため、薪炭
しんたん

の灰がとけて流れだしたものです。 

       

コラム①    6 世紀 小野田の人々の生活
せいかつ

 

  ６世紀頃
ころ

、人々は農 業
のうぎょう

を生活基盤
き ば ん

としていましたが、  

その頃を象徴
しょうちょう

する生業
なりわい

として、窯業
ようぎょう

があげられます。 

また遠浅
とおあさ

の海辺
う み べ

にタコ漁
りょう

を中心とする海産業
さんぎょう

が活発
かっぱつ

 

であったのも、蛸壺
たこつぼ

が今
いま

も発見
はっけん

されていることから     

想像
そうぞう

ができます。                    市指定文化財 塚の川古墳 

塚
つか

の川
こう

古墳
こ ふ ん

は大型
おおがた

で孤立
こ り つ

していることから、この周辺
しゅうへん

で須恵器を作っていた工人集団 

 の首長
しゅちょう

クラスの墓
はか

である可能性
かのうせい

が高
たか

いとされます。 
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擂鉢が復活
ふっかつ

！！ 

 

第２章 小野田
お の だ

の皿山
さらやま

 

 山陽小野田市の有
あり

帆
ほ

川
がわ

の東側
ひがしがわ

に旦
だん

と呼
よ

ばれる地域
ち い き

があり 

ます。江戸
え ど

時代
じ だ い

にこの地で焼
や

き物
もの

窯
がま

が築
きず

かれたのが、小野田 

の皿山の起源
き げ ん

です。小野田では窯場
か ま ば

及び製陶所群
せいとうしょぐん

のことを 

「皿山」「小野田の皿山」と呼んでいました。当時
と う じ

の製品
せいひん

は 

家庭用
かていよう

の壷
つぼ

・擂
すり

鉢
ばち

・皿などで、当時手塩
て し お

と呼んだ食器
しょっき

皿を 

作
つく

り、旦の皿山の名が始
はじ

まりました。 

 市域の南部
な ん ぶ

は古代
こ だ い

に須
す

恵器
え き

の製造
せいぞう

で栄
さか

え、須恵の名も残
のこ

る 

ゆかりの地です。旦での開
かい

窯
よう

は須恵器の里
さと

の復活
ふっかつ

といえるで 

しょう。 

 その後
ご

、昭和
しょうわ

30年代
ねんだい

まで、小野田地域の各所
かくしょ

で多くの製陶 

所が操業
そうぎょう

をし、様々
さまざま

な製品が作られ、一大
いちだい

地場
じ ば

産業となりま 

した。                             

１．旦
だん

の皿山
さらやま

の始まり 

 天保
てんぽう

末
まつ

年（1840年頃）都濃郡
つ の ぐ ん

富田
と ん だ

（現
げん

周南市
しゅうなんし

）の製陶の家
いえ

に生
う

まれた陶工甚
とうこうじん

吉
きち

が、小野田 

の伊
い

藤家
と う け

のお
・

と
・

こ
・

し
・

（作男）として農作業
のうさぎょう

の手伝
て つ だ

いをしていたある日
ひ

、旦の畑
はたけ

の土
つち

が焼き

物に適
てき

していると気
き

づき、その頃旦
だん

西
にし

に居住
きょじゅう

していた萩
はぎ

藩士
は ん し

佐世
さ せ

彦七
ひこひち

（前原
まえばら

一誠
いっせい

の実父
じ っ ぷ

）

がこの 話
はなし

を聞
き

き、資本
し ほ ん

を出
だ

して焼き物窯を築かせたのが、旦の皿山の始まりです。甚吉窯

旧跡
きゅうせき

は、現在
げんざい

市域に残
のこ

る唯一
ゆいいつ

の 旧
きゅう

江本
え も と

製陶所の登
のぼ

り窯の焚
た

き口
くち

付近
ふ き ん

と伝
つた

えられています。  

        

コラム②     

山陽小野田市内では、小野田陶芸
とうげい

連盟
れんめい

に 

         よって当時の『擂鉢』が復活！！ 

         山陽小野田名
めい

産品
さんひん

にも認定
にんてい

されています。 

 

 

 
陶工甚吉の墓 

【本編 16頁マップ⑫参照】 

山陽小野田市 

図 3 小野田皿山と周辺位置図 
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２．小野田
お の だ

の窯業
ようぎょう

 変革
へんかく

のとき 

 明治
め い じ

時代
じ だ い

になると皿山の製品の擂鉢が北海道
ほっかいどう

の開拓
かいたく

村
むら

に出荷
しゅっか

されるようになります。

耐酸性
たいさんせい

があり寒
さむ

さに強
つよ

く長持
な が も

ちがすると好評
こうひょう

であり、下関
しものせき

の問屋
と ん や

を経
へ

て北海道に販路
は ん ろ

が

開
ひら

け、旦の皿山は活気
か っ き

づきました。小野田ではこの頃から堀越
ほりこし

焼
やき

・末田
す え だ

焼
やき

（防府市
ほ う ふ し

）の陶工
とうこう

が関
かか

わっており、明治時代前半
ぜんはん

には擂鉢とともに、堀越焼の陶工によりつくられた１～４

斗
と

入りの甕
かめ

（叩
たた

きはんどう）が北海道へ送
おく

られていました。 

明治 10 年代以降
い こ う

は、産業
さんぎょう

の近代化
き ん だ い か

により小野田の窯業も変革のときを迎
むか

えます。 

セメントや硫酸
りゅうさん

の製造
せいぞう

にあわせて、製陶所で焼成
しょうせい

される製品も変
か

わり、その代表的
だいひょうてき

なもの  

として硫酸瓶があります。なぜ硫酸瓶が主力
しゅりょく

製品になったのか、詳
くわ

しくは第３章で紹介
しょうかい

 

します。 

明治 40 年（1907）の製
せい

陶業
とうぎょう

の山口県地域別生
せい

産額
さんがく

をみると、厚狭
あ さ

郡
ぐん

がトップで次
つぎ

に  

佐波
さ ば

郡
ぐん

が続
つづ

きます。厚狭郡の主要
しゅよう

な生
せい

産
さん

品は小野田の化学
か が く

工業用
こうぎょうよう

の硫 酸
りゅうさん

瓶
びん

であり、他地域

の装飾品
そうしょくひん

、家具
か ぐ

、飲食
いんしょく

器
き

などの陶
とう

磁器
じ き

とは性格
せいかく

を異
い

にします。明治後期
こ う き

の山口県内の陶

磁器の生産額の大きな伸
の

びの原因
げんいん

は、硫酸瓶の生産額が加
くわ

わったことによります。 

 硫酸瓶とともに、その後生産額を上げる製品が 焼 酎
しょうちゅう

瓶
びん

です。大正
たいしょう

3 年（1914）には

門司
も じ

大里
だ い り

にあった日本
に ほ ん

酒類
しゅるい

醸造
じょうぞう

株式会社の焼酎容器
よ う き

として、焼酎瓶の製造が始まりまし

たが、大正 7年（1918）同社は西高
にしたか

泊
とまり

の郷
ごう

に関門
かんもん

窯業
ようぎょう

株式会社を開
ひら

きました。昭和 10年

（1935）に社名
しゃめい

を帝国
ていこく

窯業
ようぎょう

株式会社小野田工場
こうじょう

と改
あらた

め、従 業 員
じゅうぎょういん

は 160名以上
いじょう

で、市内
し な い

第一
だいいち

の規模
き ぼ

となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

河野製陶所（昭和 15年頃）                    帝国窯業株式会社小野田工場 
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本市の陶瓶工業の戦前までの生産実績は、全国生産数量の 70％を占める

ほど盛況
せいきょう

でした。昭和 26 年度、小野田市の統計
とうけい

では、市内に 26 工場、30数基
す う き

の  

登
のぼ

り窯を数
かぞ

え、有力
ゆうりょく

な地場産業で、小野田付近の陶瓶工場数 30軒
けん

、従業員約
やく

970 人、 

陶瓶生産数 120万本となり、戦後
せ ん ご

も好
こう

景気
け い き

が続きました。 

 

３．製
せい

陶業
とうぎょう

の変遷
へんせん

 

  昭和 30年前後から、多量
たりょう

の硫酸の輸送
ゆ そ う

容器
よ う き

は鉄製
てつせい

のタンクローリーに、少 量
しょうりょう

の容器 

 はポリエチレンとなり、鉄道
てつどう

やトラックでの輸送が容易
よ う い

になりました。また焼酎瓶はガラ 

 スの一升
いっしょう

瓶
びん

に変わり、更
さら

に建築
けんちく

は煉瓦
れ ん が

造
づく

りから鉄筋
てっきん

コンクリート建
だ

てとなり、瓦
かわら

は洋
よう

瓦 

 に一変
いっぺん

しました。こうして製陶所や瓦工場が次第
し だ い

に廃業
はいぎょう

に追
お

い込
こ

まれました。 

閉
へい

窯
よう

のもう一つの要因
よういん

に、登り窯の構造
こうぞう

、規模
き ぼ

が余
あま

りにも大
おお

き過
す

ぎて、小品
しょうひん

を焼く窯 

に切
き

り替
か

えることが容易にできなかったことも挙
あ

げられます。 

  小野田の製陶業が最盛期
さいせいき

の頃は、30余りの製陶所がありましたが、現在は昭和 6年（1931） 

 に創業した松井
ま つ い

製陶所１社のみとなっています。 

 

コラム③   製陶所の泥濾
どろこ

しは大変
たいへん

な作業 

当時のある職人
しょくにん

さんに聞
き

いてみました。 

『大きいバック（水溜
み ず た

め）に泥水
どろみず

が溜まるのに 3日 

かかる。それを 10～12日間、沈殿
ちんでん

させ、うわ水は 

のけて、下に溜まった濃い泥水をオロに流し込む。 

「オロ」とは、素焼
す や

きの土管
ど か ん

か竹
たけ

で囲
かこ

いを作り、 

その内側に筵
むしろ

を張
は

ったものである。その中に流し込んだ       図 4 一般的な皿山の風景 

「泥水」の「水」は筵をつたわって外に出、泥水の上部
じょうぶ

は天日
て ん ぴ

と風
かぜ

で乾
かわ

く。少
すこ

し乾いたころを見計
み は か

らって 

（オロでは、たいてい 12日～15日かかる）盛
もり

鉢
はち

に盛る。盛鉢は素焼きのため、水気
み ず け

をとり、上に盛った 

粘土は天日と風で程よく乾き、それを職場
しょくば

に運
はこ

ぶ。梅雨
つ ゆ

など長雨
ながあめ

にでもおうたものなら、泥濾し人はお手

あげ、全く仕事が出来なかった。』 

 
 『小野田の窯業 皿山・その変遷

へんせん

』73 頁「職人別調査」を基
もと

に作成 

 

 

オロ 
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第３章 近代
きんだい

産業
さんぎょう

と小野田
お の だ

の窯業
ようぎょう

 

セメントや硫酸
りゅうさん

の製造
せいぞう

にあわせて、小野田の窯業は発展
はってん

しました。 

セメント製造会社
かいしゃ

と硫酸製造会社の２社が創 業
そうぎょう

し発展したことにより、小野田は、 

山口県
やまぐちけん

における近代
きんだい

産業
さんぎょう

都市
と し

の先駆
さ き が

けとなりました。 

１．セメント製造会社と窯
かま

の変遷
へんせん

 

   明治
め い じ

14年（1881）、旧萩
きゅうはぎ

藩士
は ん し

笠井
か さ い

順
じゅん

八
はち

は小野田に「セメント製造会社」（現太平洋
たいへいよう

 

 セメント株式
かぶしき

会社）を設立
せつりつ

。工場
こうじょう

建設用
けんせつよう

の煉瓦
れ ん が

は、小野田の各地
か く ち

で多
おお

く産出
さんしゅつ

している陶土
と う ど

で焼成
しょうせい

されたものを使用
し よ う

しました。窯
かま

の 形
かたち

を変
か

えることで、当初
とうしょ

の徳利
とっくり

窯
がま

よりも生産
せいさん

能力
のうりょく

が増加
ぞ う か

しました。  セメント関連
かんれん

については山陽小野田市ふるさと文化
ぶんか

遺産
いさん

『小野田セメントと笠井家』をご覧
らん

ください。 

               

  竪
たて

窯
がま

（通称
つうしょう

：徳利
とっくり

窯
がま

）▶  

日本に現存
げんぞん

する唯一
ゆ い つ

の竪窯で国
くに

重 要
じゅうよう

文化
ぶ ん か

財
ざい

に指定
し て い

 

 使用
し よ う

年代
ねんだい

：明治 16 年（1883）～大 正
たいしょう

2 年（1913） 

  明治 16年（1883） 4基
き

建設
けんせつ

 

  明治 23年（1890） 

～同 36年（1903） 竪窯増設
ぞうせつ

および改造
かいぞう

 

合計
ごうけい

12基 

  大正 2年(1913） 徳利窯廃止
は い し

 

            記念物
きねんぶつ

として 1基保存
ほ ぞ ん

 

                   

   現存する 1基の竪窯は、明治 16年（1883）完成の 

4基のうち、最
もっと

も西側
にしがわ

に建設された竪窯です。創業 

   当時
と う じ

、窯を覆
おお

う切妻
きりつま

屋根
や ね

が存
そん

在
ざい

しており、平成
へいせい

15年 

に屋根が再現
さいげん

されました。 

                               

輪
わ

窯
がま

（ホフマン窯）▶  

楕円型
だえんけい

・ドーナツ状
じょう

の大きな窯 

  使用年代：明治 22年（1889）～同 23年（1890） 

                                                                                              

      
徳利窯が大型化 明治 41年(1908)頃 

（太平洋セメント㈱蔵）  

創業時の窯の

焼成部 

（フランス積） 

創業時の窯上部
じょうぶ

を改
造し大型化（焼成部は
オランダ積） 
 
 

竪窯（太平洋セメント㈱蔵） 
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ディーチュ窯 ▶  
煉瓦造

づく

りの高さ約 30ｍの竪窯 

使用年代：明治 31 年（1898）～大正 11年（1922） 

 

連続式
れんぞくしき

で竪窯２基を背中
せ な か

合
あ

わせに一体化
いったいか

したもので、  

徳利窯の後
のち

の主力
しゅりょく

となった窯        

   新工場建設は明治 33 年（1900）で、4組
くみ

8 基建設 

 

建設用の煉瓦を小野田周辺
しゅうへん

の製造所等へ発注
はっちゅう

し、 

業者
ぎょうしゃ

数
すう

は少
すく

ないが、いずれも大口
おおくち

で、小野田地区の 

窯業へ与
あた

えた経済
けいざい

効果
こ う か

は大きかったと推察
すいさつ

されます。 

 

回転
かいてん

窯 ▼ 

連続・大 量
たいりょう

生産
せいさん

が可能
か の う

な、長い鋼板製
こうばんせい

円筒式
えんとうしき

 

内部に煉瓦を内張
う ち ば

りの窯 

使用年代：大正 2 年(1913)～現在まで 

 

 大正 2 年(1913）回転窯１号機の設置により、徳利窯が廃止 

大正 11年(1922）回転窯２号機の増設により、ディーチュ窯が廃止 

   大正 13年(1924）回転窯３号機の増設。現在も稼働中 

 

           

 

 

 

        回転窯 1号機（太平洋セメント㈱蔵）         回転窯 昭和 26年頃（太平洋セメント㈱蔵）       

国内のセメント会社では、多くの会社が竪窯（徳利窯）から回転窯に移行
い こ う

していきまし

たが、小野田セメントは、ホフマン窯、ディーチュ窯も加え、４種類
しゅるい

ものセメント焼成窯

を設置
せ っ ち

した唯一の会社です。 

 ホフマン窯  徳利窯                                     ディーチュ窯  回転窯 

  

 

 

 

             回転窯設置当時の小野田工場 大正 2年（1913）11月完成（太平洋セメント㈱蔵） 

ディーチュ窯（太平洋セメント㈱蔵） 

ディーチュ窯（太平洋セメント㈱蔵） 



11 

 

「ルブラン法塩酸吸収塔」 注：見学不可 

日本化学会 第 1回化学遺産認定 

山陽小野田市内では、関連
かんれん

のある主要
しゅよう

産業が、まち

の名前で使われています。 

「セメント町」「硫酸
りゅうさん

町
まち

」「火薬
か や く

町
まち

」 

会社の近くに人口
じんこう

が移住
いじゅう

集 中
しゅうちゅう

し、新しいまちが

形成
けいせい

されました。    

 

２．日本舎
にほんせい

密
み

製造
せいぞう

会社
かいしゃ

が小野田
お の だ

に進
しん

出
しゅつ

 

  第 2章小野田の皿山で硫酸
りゅうさん

瓶
びん

が多く焼成されていたと紹介
しょうかい

しましたが、それには日本 

舎密製造会社（現日産
にっさん

化学
か が く

株式会社）の小野田工場進出
しんしゅつ

が大きく関
かか

わっています。 

なぜ小野田の地が選
えら

ばれたのでしょうか。 

会社創設
そうせつ

発起人
ほっきにん

の一人である豊永
とよなが

長吉
ちょうきち

が山口県の出 身
しゅっしん

で、創設
そうせつ

の動機
ど う き

は、旧 友
きゅうゆう

のドイツ 

駐在
ちゅうざい

公使
こ う し

、品川
しながわ

弥
や

二郎
じ ろ う

からの手紙で「塩
しお

変
へん

じて薬
くすり

となる。現今
げんこん

文明
ぶんめい

国
こく

に於
おい

ては此
こ

の業
ぎょう

が

中々
なかなか

盛
さか

んである」という情報
じょうほう

を得
え

たことでした。ソーダ工業
こうぎょう

の原料
げんりょう

となる塩を三
み

田尻
た じ り

など瀬戸内海
せ と な い か い

の近
ちか

くの塩田
えんでん

に求
もと

め、小野田地域
ち い き

は石炭
せきたん

が多く埋蔵
まいぞう

されており、小野田近郊
きんこう

や北 九 州
きたきゅうしゅう

では石灰石
せっかいせき

も豊富
ほ う ふ

であったこと、また海沿
う み ぞ

いの土地
と ち

で原料や製品
せいひん

を運
はこ

ぶのに

有利
ゆ う り

であったことなどから、その付近
ふ き ん

で工場の建設地
けんせつち

を探
さが

します。候補地
こ う ほ ち

には小野田のほ

かに門司
も じ

や三田尻も考
かんが

えられましたが、笠井順八が小野田への工場誘致
ゆ う ち

に尽力
じんりょく

し、明治

24年（1891）4月に小野田新開作
しんかいさく

に工場が完成
かんせい

します。下半期
しもはんき

には初
はじ

めて製品を販売
はんばい

しま

した。 

民間
みんかん

初のソーダ製造工場である日本舎密製造会社では、硫酸の製造から始め、ルブラン 

法
ほう

炭酸
たんさん

ソーダ製造法の塩酸
えんさん

・さらし粉、ソーダ等の製造を進
すす

め、幅広
はばひろ

い無機
む き

化学
か が く

製品が生

産されました。ルブラン法とは食塩
しょくえん

と硫酸から作った硫酸 

ナトリウムにチョーク（炭酸カルシウム）を反応
はんのう

させて 

ソーダをつくる方法です。製造装置
そ う ち

の一部である塩酸
えんさん

吸 収 塔
きゅうしゅうとう

 

は、現在も日産化学株式会社小野田工場敷地内
しきちない

に保存されて 

います。炭酸ソーダ製造、肥料
ひりょう

、石油
せ き ゆ

、火薬
か や く

、ダイナマイト等 

の原料に硫酸は使われました。 

コラム④    まちの名前
な ま え

がインパクト大！ 

                 

 

  

 「硫酸町バス停」 
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QR 

３．硫酸
りゅうさん

瓶
びん

の製造
せいぞう

 

日本舎密製造会社で硫酸の製造が始まると、その容器
よ う き

として硫酸瓶の製造が盛
さか

んになり 

ました。硫酸は従来
じゅうらい

陶製
とうせい

容器に入れて運搬
うんぱん

され、日本舎密でもこれらを他の製造場所か 

ら取
と

り寄
よ

せなければなりませんでした。価格
か か く

の高騰
こうとう

は免
まぬが

れず、また不便
ふ べ ん

でもあり、これ 

に代
か

わるものとして、耐酸性
たいさんせい

にすぐれた旦
だん

の土
つち

に着目
ちゃくもく

しました。釉薬
ゆうやく

や製造方法などの 

研究
けんきゅう

の結果
け っ か

、旦の陶器
と う き

を容器として利用
り よ う

できることが判明
はんめい

し、明治 22年（1889）～23年

（1890）頃に旦窯で硫酸瓶を製造することになりました。 

硫酸瓶の製造は、当初
とうしょ

信楽
しがらき

や大阪
おおさか

など近畿
き ん き

地方
ち ほ う

が主
おも

でしたが、ネジ式
しき

の蓋
ふた

の開発
かいはつ

に成功
せいこう

 

した小野田では、硫酸の出荷
しゅっか

時
じ

にネジの部分
ぶ ぶ ん

に石膏
せっこう

を付
つ

け、蓋をしっかりと固定
こ て い

して、 

密封性
みっぷうせい

を飛躍
ひ や く

的に高めることができました。また良質
りょうしつ

な陶土
と う ど

に恵
めぐ

まれ品質
ひんしつ

が良
よ

かった 

ことから、信楽などの他
た

地域
ち い き

の生産量を抜
ぬ

いて全国
ぜんこく

最大
さいだい

の産地
さ ん ち

となり、硫酸瓶といえば 

小野田と言われるほどになりました。 

  硫酸瓶の試作
し さ く

の際
さい

に参考
さんこう

にしたと伝
つた

えられるドイツ瓶（写真左）と、小野田で焼成した 

初期の硫酸瓶です（写真中央）。口
こう

縁部
え ん ぶ

はネジ式で、通常
つうじょう

の硫酸瓶より小型
こ が た

です。 

                         硫酸瓶の形態
けいたい

の変化 

                       ★胴体
どうたい

が直立
ちょくりつ

→ひじりが外開
そとびら

き、中
なか

継
つ

ぎが直立
ちょくりつ

 

                                    ★把手
と っ て

が縦
たて

方向
ほうこう

→横
よこ

方向 

                                               指
ゆび

4本で握
にぎ

れる大きさで持
も

ちやすい 

                                          ★口がすぼまり、ねじきりが深
ふか

くなる 

                                             ★大型化
おおがたか

し、容量
ようりょう

が一斗
と

5升
しょう

（約 27ℓ）      

ドイツ瓶     小野田で焼成した初期の硫酸瓶        硫酸瓶         ★灰釉
は い ゆ

→来待釉
き ま ち ゆ

 

 

コラム⑤    硫酸瓶と焼酎瓶の違いは？ 

 

硫酸瓶の製造と同時期
ど う じ き

に焼酎瓶の製造も盛
さか

んでした。 

  この二つの違
ちが

い、分
わ

かりますか？ 

  ヒントは右の拡大
かくだい

写真
しゃしん

の中にあります。 

                                                                 焼酎瓶 

答えはこちら⇒（後日公開） 

 

ひじり 

中継ぎ 
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４．硫酸
りゅうさん

瓶
びん

の赤色
あかいろ

に秘
ひ

められたルーツ 

硫酸瓶の製造に際
さい

し、大量生産が必要
ひつよう

だったため、甕
かめ

作りに優
すぐ

れた技能
ぎ の う

を持
も

っていた 

島根県
しまねけん

江津
ご う つ

地方
ち ほ う

を中心
ちゅうしん

とした石見
い わ み

焼
やき

の陶工
とうこう

を多
おお

く呼
よ

び寄
よ

せています。職人
しょくにん

たちは春
はる

に  

小野田にやってきて、秋に帰郷
ききょう

していましたが、やがて明治末年頃には小野田に定住
ていじゅう

 

するようになりました。 

硫酸瓶は表面
ひょうめん

が赤
せき

褐色
かっしょく

で光沢
こうたく

があります。これは「来待釉
きまちゆう

」と 

いう釉薬
ゆうやく

が使
つか

われています。「来待釉」とは、島根県東部
と う ぶ

の来待 

地区（松江市
ま つ え し

宍道町
しんじちょう

）で産出
さんしゅつ

する凝
ぎょう

灰質
かいしつ

砂岩
さ が ん

の石
いし

粉
こ

を原料とした 

釉薬です。石見の土に、陶器
と う き

も 瓦
かわら

も同じ釉薬「来待釉」がかけられ 

陶器は「石見焼」、瓦は「石州
せきしゅう

瓦
がわら

」と呼ばれています。 

旦の皿山では、硫酸瓶に来待釉を使用していました。来待釉が 

施
ほどこ

されている製品は、耐酸性にすぐれており、とても丈夫
じょうぶ

でした。 

その後、広島県
ひろしまけん

西条
さいじょう

地方で来待釉に似た釉薬が開発
かいはつ

され、西条 

来待と呼ばれ、旦の皿山でも来待と西条来待の両方
りょうほう

が用
もち

いられる 

ようになりました。 

５．硫酸
りゅうさん

瓶
びん

と石見
い わ み

焼
やき

との共通点
きょうつうてん

 

来待釉以外にも硫酸瓶の製造には石見焼きの大甕
おおかめ

作りの技法
ぎ ほ う

が活
い

かされています。 

蹴
け

轆轤
ろ く ろ

を使用
し よ う

して３段階
だんかい

に分
わ

けて成型
せいけい

し、素焼
す や

きをせずに、半乾燥
はんかんそう

させた状態
じょうたい

で来待釉 

を掛
か

けます。焼成する登
のぼ

り窯の構造
こうぞう

や窯
かま

焚
た

きの方法
ほうほう

もほぼ共通
きょうつう

しています。 

  しかし、登り窯の燃料には違
ちが

いがあります。石見と小野田では陶工や築
ちく

窯
よう

師
し

の往来
おうらい

が  

あったにも関
かか

わらず、小野田では大正
たいしょう

から昭和
しょうわ

にかけて石炭
せきたん

を使用していましたが、 

石見では石炭の灰がかかるのを嫌
いや

がり、松木
ま つ き

を使用していたそうです。その背景
はいけい

として、

小野田は石炭の産地
さ ん ち

で、低価格
ていかかく

・大量
たいりょう

生産が求められていたため、石炭を積極的
せっきょくてき

に使用

していたと考
かんが

えられます。  

 

 

 

石州嶋田窯の石見焼甕（はんど） 

口径約 41.8㎝、高さ約 46.1㎝ 

山口大学所蔵 田畑直彦氏撮影 

 

図 5 小野田皿山における硫酸瓶の窯詰め 

『小野田の窯業 皿山・その変遷』より抜粋 
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６．硫酸
りゅうさん

瓶
びん

を活用したまちづくり 

硫酸瓶のモニュメントが設置
せ っ ち

されている小野田橋
ばし

ポケットパークは、小野田橋付近が

硫酸瓶の積
つ

み出
だ

し場所
ば し ょ

であったことから、硫酸瓶運搬
うんぱん

船
せん

の「おわに船」をイメージした

広場
ひ ろ ば

形状
けいじょう

となっています。 

 

 

 

                                 
                                       硫酸瓶船積み風景で後方は日産化学(株) 

小野田橋ポケットパーク 【表紙及び本編 16頁マップ⑧参照】           「おわに船」『昭和 26年小野田市勢要覧』  

  

                                           

小野田地域の南北
なんぼく

を通る道路（小野田駅から公園
こうえん

通
どお

り交差点
こうさてん

を経
へ

て丸河内
まるごうち

交差点に 

至
いた

る）は、歴史
れ き し

のまちが感じられるメインストリートです。 

 

 

 

 

 

街灯には硫酸瓶のモニュメントがあります。            途中から徳利窯のモニュメントに替わっています 

  【本編 16頁マップ⑮参照】               

  

 

緑地
りょくち

や道路
ど う ろ

は、硫酸瓶をモチーフにした景観
けいかん

まちづくりがすすめられています。 

 

  

 

 

 

 

 

東沖緑地から見えるセメント工場の風景を模した         小野田湾岸線に積み上げられた硫酸瓶 

 陶製ウォール                                  【本編 16頁マップ⑬参照】 
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第４章 ガラスアートのまちづくり 

１．窯業
ようぎょう

の「ガラス」に注目
ちゅうもく

 

ガラスも窯
かま

を使う窯業のひとつです。昔
むかし

からの窯業を伝承
でんしょう

しつ

つ新
あたら

しい市
し

の文化
ぶ ん か

を創造
そうぞう

し、全国
ぜんこく

へ発信
はっしん

しようとしたとき、窯業

のひとつであるガラスに注目
ちゅうもく

しました。 

 本市
ほ ん し

がガラスに注目し、「ガラスアートのまちづくり」に取
と

り組
く

むきっかけは何
なん

だったのでしょうか。 

それは一人
ひ と り

のガラス造形
ぞうけい

作家
さ っ か

 竹内
たけうち

 傳
でん

治
じ

の存在
そんざい

です。 

 

２．ガラス造形作家 竹内 傳治 

竹内傳治（以下
い か

、竹内
たけうち

氏
し

）は、昭和
しょうわ

9年
ねん

（1934）に山口県
やまぐちけん

小野田市
お の だ し

で

誕生
たんじょう

しました。昭和 33 年（1958）に佐々木硝子
さ さ き が ら す

株式
かぶしき

会社
がいしゃ

に入社
にゅうしゃ

し、

取締役
とりしまりやく

、顧問
こ も ん

を経
へ

て平成
へいせい

7年（1995）に退社
たいしゃ

。以後
い ご

フリーとして活躍
かつやく

し

ました。 

竹内氏は世界的
せかいてき

にも著名
ちょめい

なガラス造形作家として、数々
かずかず

のすばらしい

作品
さくひん

を残
のこ

しており、その作品は国内外
こくないがい

に収
しゅう

蔵
ぞう

されています。また、ご遺族
い ぞ く

からは多数
た す う

の貴重
きちょう

なガラス作品の寄贈
き ぞ う

を受
う

け、本市では市内
し な い

の公共
こうきょう

施設
し せ つ

などに展示
て ん じ

しています。  

 平成 5年度に芸術
げいじゅつ

・文化の部
ぶ

で小野田市
お の だ し

栄光
えいこう

賞
しょう

を受
じゅ

賞
しょう

し、平成 12年（2000）には市政
し せ い

施行
せ こ う

60周年
しゅうねん

記念
き ね ん

事業
じぎょう

として開催
かいさい

された「日本
に ほ ん

の現代
げんだい

ガラス展
てん

」を導
みちび

きました。その後
ご

の 

「第
だい

1回
かい

現代ガラス展 inおのだ」では審査
し ん さ

委員長
いいんちょう

を務
つと

めるなど、故郷
ふるさと

のガラス文化の発展
はってん

に多大
た だ い

な貢献
こうけん

をさ

れました。 

現在
げんざい

、本市では竹内氏の故郷に対
たい

する情熱
じょうねつ

と、若手
わ か て

ガラス作家を育成
いくせい

したいという遺志
い し

を受
う

け継
つ

ぎ、ガラ

スによるまちづくりに取り組んでいます。 

 

第１回現代ガラス展 大賞 

月齢 / 西川 慎 

コンポジション＃202 新世紀賛歌 

故 竹内 傳治氏 
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３．山陽
さんよう

小野田市
お の だ し

のガラスへの取組
とりくみ

 

■現代ガラス展 

平成 12年（2000）の「日本の現代ガラス展」を皮切りに、翌年
よくとし

から竹内氏の指導
し ど う

のもと、 

45歳
さい

以下の若手ガラス作家の育成と、本市のガラス文化を全国へ発信する取組として、 

「現代ガラス展」を開催しています。 

現代ガラス展は 3 年に一度
い ち ど

のトリエンナーレ（※１）方式
ほうしき

で開催し、令和
れ い わ

2 年（2020）に 8回
かい

目
め

を

迎
むか

えました。この公募展
こうぼてん

の位置
い ち

づけは高
たか

く、若手ガラス作家の登竜門的
とうりゅうもんてき

コンペティション（※２）  

として高い評価
ひょうか

を受けており、本市の特色
とくしょく

ある文化
ぶ ん か

振興
しんこう

事業
じぎょう

の一つ
ひ と つ

です。 

第 1回現代ガラス展で大賞
たいしょう

を受賞した西川
にしかわ

慎
まこと

氏 

と準
じゅん

大賞
たいしょう

を受賞した池本
いけもと

美和
み わ

氏は、竹内氏の遺志 

を継ぎ、平成 14 年（2002）に本市へ移住
いじゅう

し、個人
こ じ ん

 

ガラス工房
こうぼう

を設立
せつりつ

されました。現在、次
じ

頁
ぺーじ

で紹介
しょうかい

 

するきららガラス未来館
みらいかん

で講師
こ う し

を務めながら、国内 

外で意欲的
いよくてき

に作家活動
かつどう

をされています。 

本市の取組として、現代ガラス展の他に、市外
し が い

や 

県外
けんがい

美術館
びじゅつかん

での特別
とくべつ

作品展も開催しています。 

 

※1 トリエンナーレ・・・3年に一度開催される美術展覧会。（『広辞苑』第七版） 

※2 コンペティション・・・競争。競技会。試合。→コンペ（『広辞苑』第七版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム⑥    現代ガラス展の魅力
みりょく

 

私
わたし

たちは普段
ふ だ ん

の生活
せいかつ

で多
おお

くのガラスを使
つか

っていますが、 

現代ガラス展では普段の生活では見
み

ることのない質感
しつかん

、 

色彩
しきさい

、形
かたち

などガラスの新
あら

たな一面
いちめん

を見ることができま 

す。若手ガラス作家が熱意
ね つ い

を込
こ

めて制作
せいさく

したガラス作品 

は、とても 美
うつく

しく神秘的
しんぴてき

で、それぞれ異
こと

なる表 情
ひょうじょう

を見せてくれます。開催期
き

間中
かんちゅう

にはぜひ会場
かいじょう

にお越
こ

しいただき、ガラスアートの魅力を堪能
たんのう

していただければと思
おも

い

ます。 

池本 美和 氏 西川 慎 氏 

特別作品展/上野の森美術館（東京都） 

第８回現代ガラス展 大賞 
「Weaving Glass-interface-vol.3」/ 佐藤 静恵 
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■きららガラス未来館 

平成 16年（2004）に本市のガラス文化の発信拠点
きょてん

として開館
かいかん

したきららガラス未来館は、

本市の焼野
や け の

海岸
かいがん

にあり、作品鑑賞
かんしょう

やガラス制作
せいさく

体験
たいけん

ができます。 

西川慎氏や池本美和氏のほか、若手のガラス作家が制作活動をしながら、きららガラス未

来館の講師を務めており、本市のガラス文化発展のため、様々
さまざま

なイベントを実施
じ っ し

しています。 

 

 

 

 

 

当館
とうかん

に展示されている作品の中
なか

には、竹内氏や国内のガラス作家が創作
そうさく

した色
いろ

とりどりの

個性
こ せ い

あふれる作品や子
こ

どもたちとガラス作家が共同
きょうどう

で制作した作品などがあります。 

ガラス制作体験では、エナメル絵付
え つ

けや吹
ふ

きガラスなど、子どもから大人
お と な

まで様々なガラ

ス制作体験ができ、熱
ねつ

や技法
ぎ ほ う

により生
う

まれ変
か

わるガラスの特性
とくせい

に触
ふ

れるとともに、作品を創
つく

り上
あ

げる喜
よろこ

びを体感
たいかん

できます。 

また、市内の小学生
しょうがくせい

は授業
じゅぎょう

の一環
いっかん

として、ガラス制作体験と吹きガラスのデモンストレ

ーション見学
けんがく

を行
おこ

っており、子どもの頃
ころ

からガラスの 美
うつく

しさを感
かん

じ、山陽小野田のまちと

ガラスと窯業の関係性
かんけいせい

を学
まな

んでいます。 

その他
ほか

にも、出 張
しゅっちょう

体験やイベントを行っています。イベントでは、様々な文化・芸術と

コラボレーションし、ガラスアートの制作やガラスで作
つく

られた楽器
が っ き

を使用
し よ う

した演奏会
えんそうかい

なども

行っています。 

ここでしかできない体験ができ、ガラスの魅力に触れられます。 

 

 

 

 

 

きららガラス未来館 
 
山陽小野田市大字小野田 7534-4 

（山陽小野田市焼野海岸） 

☎0836-88-0064 

開館時間：9時～17時 

休館日：ホームページに掲載 

入館料：無料（体験・講座等は有料） 

https://www.onodaglass.jp/ 

きららガラス未来館キャラクター 
カッピン・サラピー・コップ― きららガラス未来館 外観 
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■身近
み じ か

に目にするガラスアート 

市内の公共施設やショッピングモールには竹内氏や過去
か こ

の現代ガラス展受賞
じゅしょう

者
しゃ

の作品が

多く展示してあり、ガラス文化に身近に触れ、鑑賞できるようになっています。 

本市では様々な事業で「ガラスアートのまちづくり」に取り組んでおり、新
しん

施設
し せ つ

へのオブ

ジェや、トロフィーの制作などをガラス作家に依頼
い ら い

しています。 

 また、市内には、ガラス作家と市民が共同制作した作品も多数展示してあります。完成
かんせい

し

た作品は、制作した一人ひとりの思いがこもり、とても魅力的な記念作品となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

コラム⑦    ガラス制作に欠
か

かせない窯 

ガラスを溶
と

かす窯のことを溶解
ようかい

炉
ろ

と呼
よ

びます。その中に坩堝
る つ ぼ

と 

呼ばれる陶器
と う き

があり、ここに溶けたガラスが入
はい

っています。 

ガラスが溶けた状態
じょうたい

を維
い

持
じ

するために、溶解炉内の温度
お ん ど

は常
つね

に 

1100℃～1300℃に保
たも

たれており、坩堝の交換
こうかん

時
じ

以外
い が い

は昼夜
ちゅうや

関係 

なく溶解炉の火
ひ

を入れたままにするそうです。 

きららガラス未来館では 1 年に 1 回坩堝の交換を行っており、 

使用後の坩堝は鑑賞
かんしょう

用
よう

として、当館に展示してあります。 

山陽小野田市立ねたろう保育園 

（令和４年４月開園） 

山陽小野田市民病院 

山陽オート 

2020 年特別ＧⅠ共同通信社杯 

プレミアムカップ優勝トロフィー 

山陽小野田市斎場 

市役所ロビー 

溶解炉 

坩堝 
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きららガラス未来館での展示販売 

 

第５章 窯業
ようぎょう

の歴史
れ き し

が溶
と

け込
こ

むまち山陽
さんよう

小野田
お の だ

 

山陽小野田市の窯業の歴史を、時代
じ だ い

の移
うつ

り変
か

わりと 

ともにみていきました。この地
ち

に埋蔵
まいぞう

されている豊富
ほ う ふ

な 

資源
し げ ん

を活用
かつよう

し、古代
こ だ い

から多
おお

くの窯
かま

が築
きず

かれた小野田地域
ち い き

。 

窯業が一
いち

大
だい

地場
じ ば

産業
さんぎょう

へと加速
か そ く

した明治
め い じ

から昭和
しょうわ

にかけて 

その背景
はいけい

には、近代
きんだい

産業の先駆
さ き が

けとなる会社
かいしゃ

が小野田に 

進出
しんしゅつ

したことが大
おお

きく関
かか

わっています。須恵器
す え き

から硫酸
りゅうさん

瓶
びん

 

に至
いた

るまで、窯業が盛
さか

んな他
ほか

の地域とは、また違
ちが

った個性 

を放
はな

つ小野田の皿山
さらやま

製品
せいひん

は、山陽小野田市の貴重
きちょう

な財産
ざいさん

 

です。 

近年では、窯業の一つであるガラスに注目
ちゅうもく

し、現代
げんだい

 

ガラス展
てん

の開催
かいさい

などに加
くわ

え、ガラス作品
さくひん

のブランド化
か

を 

進
すす

めるなど、ガラスアートのまちづくりを推進
すいしん

しています。  

脈 々
みゃくみゃく

と受
う

け継
つ

がれる窯業をこのまちの伝統
でんとう

産業とし、その 

物語
ものがたり

を紡
つむ

ぐふるさと文化
ぶ ん か

遺産
い さ ん

「窯のまち」を継承
けいしょう

して 

いきましょう。 

 今回
こんかい

紹介
しょうかい

した山陽小野田市の窯業関連
かんれん

遺産
い さ ん

は近代化
きんだいか

産業
さんぎょう

遺産群
いさんぐん

として、愛知県
あいちけん

の瀬戸市
せ と し

 

や常滑市
とこなめし

の窯業関連遺産等とともに登録
とうろく

をうけています。山陽小野田市歴史
れ き し

民俗
みんぞく

資料館
しりょうかん

では、 

それらを紹介
しょうかい

するコーナーや、小野田の皿山製品も常設
じょうせつ

 

展示
て ん じ

しています。 

また、産業遺産が数多
かずおお

く残
のこ

されている山陽小野田市では 

郷土
きょうど

の産業の歴史と未来
み ら い

を見つめる産業観光
かんこう

バスツアー 

「大人
お と な

の社会
しゃかい

見学
けんがく

」を実施
じ っ し

し、「窯のまち小野田」を 

テーマにしたコースでは、資料
しりょう

で紹介した産業遺産等を巡
めぐ

 

り、山陽小野田市の歴史に触
ふ

れられます。 

                  

窯業の歴史が溶け込むまち山陽小野田市の魅力
みりょく

を発見
はっけん

してみられませんか。 

小野田の皿山製品 

 

山陽小野田市歴史民俗資料館 【本編 16 頁マップ⑭参照】 

建物の形状が徳利窯に似せて設計されています 
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 山陽
さんよう

小野田
お の だ

市
し

へのアクセスマップ 

 窯のまちを散策する時は、小野田駅か目出駅からが便利です。 

 

 

 

 

小野田駅までの所要時間 

  🚙自動車で 山陽自動車道 小野田 IC から  約 5 分 

             埴生 IC から  約 20 分 

✈飛行機で 山口宇部空港から 車で約 40 分 

   🚈電車で 

      山陽新幹線「こだま」で厚狭駅下車 

   山陽本線 下関駅から新山口方面乗車 小野田駅まで約 40 分 

         新山口駅から下関方面乗車 小野田駅まで約 27 分 

   小野田線 小野田駅で乗り換え 目出駅まで約 4 分 

        (運行本数が少ないため、事前確認必須です) 
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