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塩
田
道
塩
田
宿

昔
の
賑
わ
い
を
ほ
う
ふ
つ
と
さ
せ
る

旧
街
道
筋

の・ほ・ほ・ん

紀行

江
戸
期
の
商
家
や
町
家
が
連
な
る

塩
田
宿
は
有
明
海
に
つ
な
が
る
塩
田
川
の
川
港
が

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、塩
田
津
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。塩

田
宿
の
街
道
筋
と
平
行
し
て
流
れ
る
塩
田
川
の
川
港
は

昭
和
40
年
代
ま
で
利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。川
港
の「
塩

田
津
荷
揚
げ
場
跡
」が
今
も
残
っ
て
い
ま
す
。

荷
揚
げ
場
跡
の
そ
ば
に
は
荷
の
重
さ
を
計
っ
た「
検

量
所
跡
」が
あ
り
ま
す
。現
在
は
観
光
案
内
所「
町
並
み

交
流
集
会
所
」と
し
て
新
し
い
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

川
沿
い
に
は
1
階
に
は
荷
揚
げ
し
た
物
資
を
保
管
し
、

2
階
に
は
商
談
や
船
乗
り
や
商
人
が
休
憩
を
し
た

「
座
蔵
」と
呼
ば
れ
る
建
物
が
連
な
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

座
蔵
へ
向
か
う「
タ
ナ
ジ
」と
言
わ
れ
る
石
段
も
川
沿
い

に
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
残
っ
て
い
ま
す
。

旧
街
道
筋
に
入
る
と
、か
つ
て
の
賑
わ
い
を
ほ
う
ふ
つ

と
さ
せ
る
大
き
な
商
家
や
町
家
が
続
く
町
並
み
が
続
い

て
い
ま
す
。「
町
並
み
交
流
集
会
所
」に
隣
接
す
る
旧
下
村

家
住
宅
は
、江
戸
期
に
建
て
ら
れ
た
草
葺
き
の
民
家

で
す
。近
く
に
約
1
6
0
年
前
、江
戸
後
期
に
建
て
ら

れ
た
豪
商
・
廻
船
問
屋
だ
っ
た「
西
岡
家
住
宅
」が
あ
り
、

国
の
重
要
文
化
財
に
な
っ
て
い
ま
す
。す
ぐ
そ
ば
に
は

江
戸
末
期
建
築
の
居
蔵
造
り
の
大
型
町
家「
杉
光
陶

器
店
」が
あ
り
ま
す
。三
の
蔵
は
明
治
末
か
ら
大
正
初
期

ま
で
塩
田
銀
行
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

築
1
0
0
年
を
超
す
元
薬
屋
が
ギ
ャ
ラ
リ
ー「
長
崎

街
道
塩
田
宿
レ
ト
ロ
館
」、古
い
町
家
が
食
事
処
と
し
て

も
活
用
さ
れ
、か
つ
て
の
面
影
を
残
し
つ
つ
新
し
い
息
吹

を
注
ぎ
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、い
ろ
ん
な
恩
恵
を
く
れ
る
塩
田
川
だ

が
、少
し
の
雨
で
も
増
水
し
、旅
人
の
行
く
手
を

阻
ん
だ
そ
う
だ
。度
重
な
る
足
止
め
は
不
便
な
こ

と
も
多
く
、江
戸
時
代
末
期
に
は
嬉
野
ま
で
の
別

ル
ー
ト
が
で
き
徐
々
に
塩
田
宿
も
だ
ん
だ
ん
静

か
な
宿
場
町
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

そ
ん
な
塩
田
宿
の
往
時
の
面
影
は
今
で
も
色

濃
く
旧
街
道
筋
に
残
る
。通
り
の
両
脇
に
は
外
壁

を
漆
喰
い
で
塗
り
固
め
た
居
蔵
造
り
の
陶
器
店
な

ど
古
い
商
家
が
12
軒
も
残
り
、町
角
に
は
商
売
繁

盛
を
願
い
祀
ら
れ
た
恵
比
寿
さ
ん
が
い
つ
も
と
変

わ
ら
な
い
笑
顔
で
行
き
交
う
人
を
見
守
っ
て
い
る
。

そ
の
通
り
を
歩
く
だ
け
で
か
つ
て
の
賑
わ
い
が

聞
こ
え
て
き
そ
う
な
塩
田
宿
は
、平
成
17
年
、国
の

重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
に
指
定
さ
れ
た
。

長
崎
街
道
は
、別
名「
シ
ュ
ガ
ー
ロ
ー
ド
」と
呼

ば
れ
、砂
糖
を
使
っ
た
お
菓
子
の
文
化
が
花
開
い

て
い
た
。塩
田
に
も
菓
子
文
化
が
根
付
き
、祝
い

ご
と
の
と
き
に
使
う
砂
糖
を
水
で
煮
溶
か
し
て

固
め
た「
金
花
糖
」を
作
る
菓
子
屋
や
飴
屋
な
ど

10
数
軒
あ
っ
た
と
い
う
。今
で
は
伝
統
菓
子
を
作

る
店
は
、極
端
に
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、

「
残
し
て
い
か
な

く
て
は
」と
い
う

思
い
を
持
っ
た

菓
子
職
人
の
手

に
よ
っ
て
、次
の

世
代
へ
伝
統
の

技
を
引
き
継
い

で
い
る
。

有田焼の原料・天草陶石などが
荷揚げされた「塩田津荷揚げ場跡」

船で運ばれてきた陶石などを
量った「検量所跡」

江戸時代を中心にした民芸品
などを多数展示している「長崎
街道塩田宿レトロ館」

居蔵造の大型町家「杉光陶器店」 豪商・廻船問
屋の屋敷「西岡
家住宅」

町の通りには大型の町家が続き、家の角や、町中には現在も恵比須像が
祀られ、当時の賑わいが感じられる塩田宿の町並み

砂糖を水に加え125度の温度で煮つめ、
鯛などの形をした型に入れて固めた砂糖菓子
「金花糖」
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志田焼を知るためにぜひ足を運んで
ほしい「志田焼資料館」

大正時代に建てられた志田焼を納める焼きも
の倉庫「志田の蔵」。現在は販売場として活用

地元有志が集まり卸業として明治期に創業した志田陶磁器㈱
が作った志田焼生産の工場跡「志田焼の里博物館」

佐
賀
の
窯
業
を
支
え
た

志
田
焼

長
崎
街
道
を
は
さ
ん
で
鍋
島
藩
本
藩
の
領
地
・
東
山

地
区
と
支
藩
蓮
池
藩
の
領
地
・
志
田
西
山
地
区
で
作
ら

れ
て
い
た
志
田
焼
。16
世
紀
後
半
、志
田
焼
が
作
ら
れ

始
め
た
こ
ろ
は
陶
器
で
し
た
。し
か
し
、塩
田
宿
に
は

天
草
陶
石
が
荷
揚
げ
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、磁
器
が

作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。特
に
染
付
の
皿
製
品

が
大
量
に
作
ら
れ
、幕
末
期
に
は
佐
賀
で
生
産
さ
れ
る

磁
器
の
半
数
に
も
及
ん
だ
と
か
。

大
正
か
ら
昭
和
に
な
る
と
火
鉢
や
日
用
品
な
ど
日
々

の
生
活
に
欠
か
せ
な
い
陶
磁
器
を
大
量
生
産
し
、全
国

に
向
け
て
出
荷
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。大
量
生
産

の
拠
点
に
な
っ
た
の
が
大
正
3
年
に
、長
崎
街
道
沿
い

に
創
業
し
た
製
磁
工
場
。23
棟
あ
る
大
規
模
な
も
の
で

陶
土
製
造
か
ら
焼
成
ま
で
全
工
程
を
行
う
と
い
う
近
代

化
さ
れ
た
工
場
で
し
た
。時
代
の
変
化
と
と
も
に
生
産

量
が
減
り
、昭
和
59
年
に
閉
鎖
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
工
場
跡
は
大
正
・
昭
和
期
の
施
設
や
道
具
が

残
る
貴
重
な
資
料
と
し
て「
志
田
焼
の
里
博
物
館
」と
し

て
保
存
さ
れ
、「
近
代
化
産
業
遺
産
」（
経
済
産
業
省
）に

も
認
定
さ
れ
ま
し
た
。中
に
入
れ
ば
今
に
も
職
人
さ
ん

の
息
遣
い
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
す
。国
内
最
大
級

だ
っ
た
窯
で
は
コ
ン
サ
ー
ト
を
し
た
り
、ロ
ク
ロ
体
験
を

し
た
り
、さ
ま
ざ
ま
形
で
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

工
場
に
隣
接
す
る「
志
田
陶
磁
器
」の
３
階
に
あ
る

「
志
田
焼
資
料
館
」に
は
今
で
は
ほ
と
ん
ど
お
目
に
か
か

る
こ
と
が
な
い
江
戸
初
期
の
志
田
焼
が
展
示
さ
れ
る

な
ど
、志
田
焼
の
移
り
変
わ
り
が
わ
か
る
貴
重
な
資
料

が
あ
り
ま
す
。佐
賀
の
窯
業
を
支
え
た
志
田
焼
の
里
に

ぜ
ひ
足
を
運
ん
で
く
だ
さ
い
。
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観光ボランティア「塩田津町並み保存会」

地区住民をはじめとした約200人が登録している「塩
田津町並み保存会」。観光案内所「町並み交流集会所」
を拠点に江戸後期の商家や町家や町並みが残る塩田
津の修理家屋の見学会を開いたり、イベントや塩田津
のマップを作成したり、観光ボランティアとして町並み
の案内役を務めています。観光ボランティアだけが知っ
ている秘密スポットを教えてもらえるかもしれません。
ぜひ利用してください。

志田焼の里博物館●

志田焼資料館
●

北部公園
●

国重要伝統的建造物保存地区

志田の蔵
●

久間小
●

●嬉野市役所

志田神社
●

の・ほ・ほ・ん

マップ

●お問合せ・申し込み／塩田津町並み交流集会所 ☎0954-66-3550

▼ 塩田津のこと詳しく案内 498

至武雄

塩田宿
塩田川


