
まちを動かす　ひと・夢・こころ

県内で唯一！ 手すき和紙のお話
周年
企画60

て 好 き わ し

大
竹
と

　手
す
き
和
紙

大
竹
手
す
き

　和
紙
の
歴
史

紙すき（昭和20年代）

コウゾの皮を足で揉みながらはぐ作業（大正中期から昭和初期頃）

　
生
産
の
主
流
は
、
半
紙
と
ち

り
紙
で
し
た
。
文
政
２
年
（
１
８

１
９
年
）
の
「
佐
伯
郡
辻
書
出

帳
」
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
紙
は

「
御
登
せ
紙
」
と
呼
ば
れ
、
玖

波
、
小
方
、
大
竹
か
ら
指
定
さ

れ
た
船
主
が
、
積
荷
検
査
を
受

け
て
紙
舟
で
運
ん
だ
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

　
ま
た
、
市
域
の
紙
す
き
者
は

２
、
７
３
１
人
に
達
し
、
大
竹
、

小
方
、
木
野
で
全
体
の
９
割
を

占
め
て
い
た
そ
う
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
発
展
し
て
き
た
大

竹
市
の
手
す
き
和
紙
で
し
た
が
、

突
如
、
苦
難
の
と
き
が
訪
れ
ま

す
。
慶
応
２
年
（
１
８
６
６
年
）

の
長
州
戦
争
に
お
け
る
大
竹
村
の

焼
失
家
屋
９
１
４
軒
の
う
ち
、
な

ん
と
７
０
０
軒
が
紙
す
き
家
で

あ
っ
た
と
言
わ
れ
、
壊
滅
的
な
状

態
と
な
り
ま
し
た
。
加
え
て
、
明

治
５
年
（
１
８
７
２
年
）
に
は
専

売
制
が
廃
止
さ
れ
、
紙
質
検
査

が
な
く
な
っ
た
こ
と
で
品
質
へ
の

信
頼
も
失
わ
れ
、
販
路
が
縮
小

し
、
和
紙
の
生
産
は一
時
衰
退
し

て
い
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
そ
の
後
も
検
査
を
行

う
会
社
の
設
立
や
大
竹
改
良
製

紙
業
組
合
の
組
織
化
な

ど
、
技
術
の
改
良
や
生

産
性
向
上
の
努
力
が
続

け
ら
れ
ま
し
た
。
な
か

で
も
、
明
治
末
期
か
ら

大
正
初
期
に
か
け
て
、

複
数
枚
を
一
度
に
す
く

製
法
が
導
入
さ
れ
、
座

り
作
業
か
ら
立
ち
仕
事

と
な
っ
た
こ
と
で
、
男

性
も
す
き
作
業
へ
携
わ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま

し
た
。
最
盛
期
の
大
正

初
期
に
は
松
ケ
原
、
谷

和
、
飯
谷
な
ど
水
利
の

良
く
な
い
高
所
地
で
も
製
紙
が
行

わ
れ
る
ほ
ど
で
し
た
。

　
ま
た
、
昭
和
初
期
に
は
、
電

力
が
普
及
し
叩
解
機
や
蒸
気
乾

燥
機
な
ど
が
大
竹
市
域
に
も
普

及
し
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
大
手
企
業
に
よ
る
機

械
で
の
生
産
が
始
ま
り
、
第
一
次

世
界
大
戦
後
の
不
況
も
あ
い
ま
っ

て
和
紙
生
産
額
は
急
落
し
、
昭

和
15
年
（
１
９
４
０
年
）
に
は
製

紙
家
も
１
３
９
戸
に
減
少
し
ま
し

た
。
さ
ら
に
小
瀬
川
一
帯
の
和
紙

生
産
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し

た
昭
和
26
年
（
１
９
５
１
年
）
の

ル
ー
ス
台
風
や
、
工
場
進
出
に
よ

る
労
働
形
態
の
変
容
に
よ
っ
て
、

家
族
労
働
に
依
存
し
て
い
た
和
紙

生
産
は
終
焉
の
時
を
迎
え
ま

す
。

　
昭
和
50
年
代
末
に
は
、
生
産

者
が
大
村
調一さ
ん
（
故
人
。
昭

和
58
年
（
１
９
８
３
年
）
広
島

県
無
形
文
化
財
保
持
者
に
指

定
）
の
み
と
な
って
い
ま
し
た
が
、

そ
の
技
術
を
継
承
す
る
べ
く
、
か

つ
て
紙
を
す
い
て
い
た
数
人
に
よ

り
、
昭
和
63
年
（
１
９
８
８
年
）

に
「
お
お
た
け
手
す
き
和
紙
保
存

会
」
が
発
足
し
ま
し
た
。

和紙や和紙オリジナルグッズのお店です。
住　所　新町１丁目５番１号
営業日　月・火・金・土曜日　10時～16時

※　大竹和紙工房は、大竹駅前商店街振興組合が市
の伝統文化である和紙を広めるため、商店街内の店
舗を借りて運営しているお店です。

大竹和紙工房買ってみん
さい

問い合わせ ☎52３６４１

個人でもグループでも体験できます。
事前予約が必要です。体験料はお問い合わせくだ
さい。
住　  所　防鹿３３６５

コウゾ 買い取ります
　栽培していただいた
コウゾは、保存会で買い
取ります。１キログラム
で70円です。

手すき和紙の里
手すきはが

きを

作ってみん
さい

問い合わせ おおたけ手すき和紙保存会
（中本携帯☎０８０-６３１１-６６６１）

　
大
竹
市
は
、
県
内
唯
一の
手
す

き
和
紙
の
産
地
。

　
大
竹
の
手
す
き
和
紙
は
、
小

瀬
川
の
豊
富
な
水
量
と
緩
や
か

な
流
れ
に
恵
ま
れ
、
江
戸
時
代

か
ら
現
代
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き

ま
し
た
。

　
幕
末
の
長
州
戦
争
に
よ
る
戦
火

な
ど
幾
度
も
の
苦
境
を
乗
り
越

え
、
大
正
時
代
の
最
盛
期
に
は
小

瀬
川一帯
で 

１
、
０
０
０
軒
以
上

の
生
産
者
が
あ
り
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
機
械
化
の
波
や
低
価

格
で
大
量
に
生
産
さ
れ
る
洋
紙
が

出
回
り
始
め
、
次
第
に
生
産
者
は

減
少
し
て
い
き
ま
し
た
。

　
現
在
は
、
防
鹿
の
「
お
お
た
け

手
す
き
和
紙
保
存
会
」
の
皆
さ
ん

の
み
が
、
そ
の
技
術
の
継
承
に
尽

力
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
大
竹
市
で
は
、
中
世
に
は
小
瀬

川
流
域
で
和
紙
を
生
産
し
て
い
た

よ
う
で
す
。

　
そ
の
始
ま
り
は
、
16
世
紀
に
岩

国
領
小
瀬
村
の
人
が
上
方
か
ら
製

紙
技
法
を
導
入
し
た
と
い
う
説

や
、
17
世
紀
に
伊
予
（
現
在
の
愛

媛
県
）
の
人
が
大
竹
村
の
大
滝
神

社
を
参
拝
し
た
際
に
製
紙
技
法
を

伝
え
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
他
に
も
、
福
島
正
則
が
明
国

か
ら
製
紙
技
術
者
を
招
き
始
ま
っ

た
と
か
、
浅
野
藩
主
が
国
境
防
衛

の
た
め
住
民
増
加
を
ね
ら
い
、
生

活
を
支
え
る
た
め
に
製
紙
業
を
興

し
た
な
ど
、
諸
説
あ
り
ま
す
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
小
瀬
川
流
域

で
は
、
17
世
紀
後
半
に

は
和
紙
生
産
が
活
発

に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う

で
す
。

　
当
時
の
大
竹
市
域

沿
岸
部
は
平
地
に
恵

ま
れ
ず
農
業
生
産
力

も
低
か
っ
た
の
で
す

が
、
和
紙
の
原
料
で

あ
る
コ
ウ
ゾ
は
、
山
麓

の
斜
面
や
田
畑
の
畦

な
ど
で
も
栽
培
が
可

能
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
、
生
産
に
欠
か
せ

な
い
水
が
確
保
で
き
る

小
瀬
川
を
は
じ
め
と
す
る
河
川

域
を
中
心
に
紙
す
き
は
発
展
し
て

い
き
ま
し
た
。

　
18
世
紀
は
じ
め
に
は
、
浅
野
氏

が
広
島
藩
財
政
の
確
立
の一
環
と

し
て
、
紙
楮
を
藩
の
専
売
下
に
お

き
、
小
方
村
に
紙
座
が
設
置
さ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
藩
の
紙
方

役
人
が
抜
け
紙
（
藩
に
隠
れ
て
紙

を
販
売
す
る
こ
と
）
を
監
視
し
な

が
ら
、
製
品
の
善
し
悪
し
を
吟
味

し
収
納
す
る
場
所
で
す
。
当
時
、

藩
内
で
は
佐
伯
、
山
県
両
郡
が

生
産
額
の
８
割
を
占
め
て
い
た
よ

う
で
す
。

清流に寄り添って

タプン、タプン、タプン…
春の陽射しが降りそそぐ小瀬川のほとり
小気味よく和紙をすく音が響く
　
紙床に重ねられた　
生まれたての　それは
無垢で　純白に輝いている

～手すき和紙～

・・ ・ ・

ぼ
う
ろ
く

み
ん
こ
く

か
み
こ
う
ぞ

か
み
が
た

さ
ん
ろ
く

あ
ぜ

え
ん
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魂
込
め
て

　 
す
い
て
い
ま
す

伝統を紡ぐ
”わ
し
“が

　
　
や
ら
に
ゃ
ぁ

手

紙和

こ1

コ

刈

こ今

す
き
和
紙
を
始
め
た
き
っ

か
け
は
市
の
公
募
で
し
た
。

そ
れ
ま
で
手
す
き
和
紙
の
こ
と
を

詳
し
く
は
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
当
時
は
何
か
新
し
い
こ

と
を
始
め
て
み
た
い
と
い
う
思
い

が
強
く
あ
り
、
妻
の
勧
め
も
あ
っ

て
応
募
す
る
こ
と
に
決
め
ま
し
た
。

平
日
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
し
て
い

ま
す
が
「
何
事
も
や
る
と
決
め
た

ら
全
力
で
や
り
通
す
」
が
自
分
の

モ
ッ
ト
ー
で
す
。
日
々
懸
命
に
和

紙
と
向
き
合
っ
て
い
ま
す
。

す
き
を
始
め
た
頃
は
マ

ニ
ュ
ア
ル
も
な
く
、
先
生

の
す
く
姿
を
見
て
や
り
方
を
学
び
、

そ
れ
を
体
で
覚
え
る
し
か
技
術
を

身
に
つ
け
る
方
法
が
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
す

く
こ
と
が
正
解
か
分
か
ら
な
い
た

め
、
と
に
か
く
て
い
ね
い
に
す
く

こ
と
を
心
が
け
て
い
ま
し
た
。
今

で
も
先
生
の
す
き
方
を
思
い
描
き

な
が
ら
す
い
て
い
ま
す
。

　
す
い
た
紙
は
紙
床
に
重
ね
て
い

く
の
で
す
が
、
こ
れ
を
き
れ
い
に

そ
ろ
え
る
に
も
コ
ツ
が
必
要
で
、

自
分
の
中
で
い
ろ
い
ろ
試
行
錯
誤

し
な
が
ら
方
法
を
考
え
ま
し
た
。

紙
は
ま
さ
に
生
き
物
で
す
。

原
料
と
な
る
コ
ウ
ゾ
や
ト

ロ
ロ
の
質
、
季
節
や
朝
と
昼
と
い
っ

た
時
間
帯
に
よ
っ
て
気
温
が
変
化

す
る
た
め
、
同
じ
よ
う
に
す
い
て

も
同
じ
和
紙
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
う
え
、
和
紙
は
乾
燥
し
て
み

な
い
と
出
来
栄
え
が
分
か
ら
な
い

た
め
、
す
き
な
が
ら
調
整
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
の
で
す
。
つ
ま
り
、

す
い
て
い
る
段
階
で
は
、
ど
の
よ

う
な
出
来
あ
が
り
に
な
る
か
は
感

覚
に
頼
る
ほ
か
な
い
の
で
す
。
そ

の
た
め
、
す
く
と
き
は
、
本
当
に

全
て
の
神
経
を
集
中
し
て
い
ま
す
。

れ
か
ら
の
目
標
は
、
も
っ

と
技
術
を
磨
く
こ
と
で
す
。

大
竹
の
和
紙
を
広
め
る
に
も
、

も
っ
と
質
の
良
い
和
紙
が
作
れ
る

よ
う
に
な
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

大
竹
の
和
紙
が
欲
し
い
と
来
て
く

だ
さ
る
方
々
の
要
求
に一
歩
で
も

近
づ
け
る
よ
う
に
な
り
た
い
の
で

す
。

　
ま
た
、
学
校
や
市
と
連
携
し

て
子
ど
も
た
ち
と
手
す
き
和
紙
の

体
験
学
習
を
や
っ
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。
紙
す
き
の
体
験
を
と
お

し
て
、
子
ど
も
た
ち
に
大
竹
に
は

こ
ん
な
楽
し
い
も
の
が
あ
る
の
だ

と
知
っ
て
も
ら
え
れ
ば
、
将
来
、

市
外
に
出
た
後
で
も
ま
た
大
竹
に

戻
っ
て
く
る
き
っ
か
け
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

枚
の
和
紙
を
す
く
た
め
に

は
、
コ
ウ
ゾ
栽
培
に
始
ま

り
、
数
多
く
の
工
程
と
、
気
の

遠
く
な
る
よ
う
な
手
間
が
か
か
り

ま
す
。
そ
の一つ一つ
を
保
存
会
の

皆
さ
ん
が
、
自
分
の
時
間
を
割
き
、

献
身
的
に
行
っ
て
く
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
苦
労
や
思
い
を
す
き
手
で
あ

る
自
分
が
台
無
し
に
す
る
わ
け
に

は
い
き
ま
せ
ん
。
１
枚
１
枚
、
魂

込
め
て
す
い
て
い
ま
す
。

手
す
き
和
紙
が

　
　で
き
る
ま
で

手
す
き
和
紙
が

　
　で
き
る
ま
で

すき手　岡野輝則さん（黒川3  47歳）
仕事のかたわら、平成13年から和紙の手すきに取り組む。

33

ウ
ゾ
は
成
長
し
や
す
い
植

物
じ
ゃ
か
ら
ね
。
肥
料
は

要
る
が
水
は
や
ら
ん
で
も
日
当
た

り
さ
え
良
け
り
ゃ
ぁ
、
な
ん
ぼ
で

も
育
つ
。
じ
ゃ
け
ど
、
え
え
和
紙

に
し
よ
う
と
思
う
た
ら
、
真
っ
直

ぐ
に
育
て
に
ゃ
い
け
ん
。
放
っ
と
い

た
ら
枝
分
か
れ
す
る
け
ぇ
「
芽
掻

き
」を
す
る
。
こ
れ
が
大
変
な
ん
よ
。

　
１
０
０
坪
ほ
ど
の
畑
が
３
箇
所

あ
っ
て
、一人
で
面
倒
み
よ
る
ん
よ
。

い
ろ
ん
な
人
に
頼
む
け
ど
、
き
つ

い
作
業
で
誰
も
お
ら
ん
。
１
箇
所

の
畑
の
芽
掻
き
に
３
日
か
か
る
。

３
箇
所
終
わ
っ
た
ら
最
初
の
畑
は

も
う
芽
が
出
始
め
る
。
５
月
か
ら

９
月
ま
で
毎
日
、
芽
を
掻
い
て
歩

く
ん
よ
。
夏
に
は
カ
ミ
キ
リ
ム
シ

や
ら
も
駆
除
せ
に
ゃ
い
け
ん
し
、

３ｍ
く
ら
い
に
伸
び
た
コ
ウ
ゾ
は

葉
っ
ぱ
の
落
ち
る
11
月
頃
か
ら
刈

取
る
け
ど
今
度
は
木
枯
ら
し
、
粉

雪
の
な
か
で
の
作
業
で
、
こ
れ
が

ま
た
キ
ツ
イ
よ
ね
。

　
コ
ウ
ゾ
は
材
料
費
と
し
て
１
０

０
坪
の
畑
で
２
万
円
ぐ
ら
い
で
売

れ
る
。
じ
ゃ
け
ど
肥
料
代
だ
け
で

も
３
万
円
は
要
る
け
ぇ
ね
。
ま
ぁ
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
、
そ
の
上
じ
ゃ
と

思
う
と
る
よ

り
取
っ
た
コ
ウ
ゾ
は
１
・
２

ｍ
く
ら
い
に
切
り
そ
ろ
え

大
釜
で
蒸
し
て
皮
を
剥
ぐ
。
さ
ら

に
黒
皮
を
取
り
（
そ
ぶ
り
）
天
日

乾
燥
し
て
保
存
原
料
の
仕
上
が
り
。

コ
ウ
ゾ
が
や
お
い
時
し
か
で
き
ん

け
ぇ
12
〜
15
人
で一気
に
や
る
。

　
こ
こ
か
ら
が
和
紙
の
原
料
づ
く

り
で
、
乾
燥
し
た
硬
い
コ
ウ
ゾ
を

大
釜
で
煮
て
柔
ら
か
く
す
る
。
薪

で
煮
る
ん
じ
ゃ
か
ら
ね
。
火
加
減

だ
っ
て
み
や
す
ぅ
は
な
い
よ
。
煮
過

ぎ
る
と
繊
維
が
壊
れ
て
弱
い
紙
に

な
る
し
、
時
間
が
足
ら
ん
と
繊
維

が
硬
う
な
っ
て
叩
解
機
で
上
手
に

砕
け
ん
よ
う
に
な
る
。

　
昔
の
人
か
ら
は
、
弱
火
で一
晩

と
か
い
ろ
い
ろ
と
教
わ
っ
た
け
ど
ね
。

言
葉
で
聞
い
た
だ
け
で
は
う
ま
く

い
か
ん
。
自
分
で
や
って
み
て
、
失

敗
し
て
、ま
た
考
え
て
、工
夫
す
る
。

試
行
錯
誤
し
て
今
は
大
体
40
〜
50

分
ぐ
ら
い
煮
る
。
自
分
な
り
に
要

領
を
つ
か
ん
で
き
た
よ
。

こ
ま
で
済
ん
だ
ら
カ
ル
キ

で
漂
白
す
る
ん
じ
ゃ
け
ど
、

不
純
物
が
混
ざ
っ
と
る
け
ぇ
ね
。

こ
れ
を
取
り
除
か
に
ゃ
真
っ
白
い
和

紙
に
な
ら
ん
の
よ
。
機
械
じ
ゃ
で

き
ん
よ
。
１
本
１
本
、
手
作
業
で

除
去
し
て
い
く
ん
よ
ね
。
そ
り
ゃぁ
、

根
気
が
要
る
よ
。「
誰
か
や
っ
て
く

れ
ん
か
の
ぉ
」
と
思
う
け
ど
、
仕

方
な
い
”わ
し
“が
や
り
よ
る
ん
よ
。

ま
で
が
ん
ば
っ
て
来
た
け
ぇ

ね
。
す
き
手
さ
ん
も
育
っ

と
る
し
続
け
て
い
き
た
い
よ
ね
。

で
も
、
こ
れ
以
上
の
需
要
が
あ
っ

て
も
、
コ
ウ
ゾ
の
栽
培
も
ふ
く
め

て
供
給
が
追
い
つ
か
ん
。

　
大
竹
の
和
紙
が
広
ま
っ
て
、
い

ろ
ん
な
こ
と
に
使
っ
て
も
ら
い
た
い

気
持
ち
は
あ
る
け
ど
、
人
手
を
ど

う
確
保
し
て
い
く
か
を
真
剣
に
考

え
て
い
か
ん
と
ね
。
周
り
も
良
う

手
伝
う
て
く
れ
る
よ
。
け
ど
保
存

会
は
、
71
歳
の
”わ
し
“が
最
年
少

じ
ゃ
か
ら
ね
。
あ
と
５
年
は
が
ん

ば
ろ
う
と
思
う
と
る
け
ど
ね
。

おおたけ手すき和紙保存会会長　中本伊勢雄さん（防鹿  71歳）　
コウゾの栽培から釜炊き、漂白、不純物の除去など、和紙作りの屋台骨を支える。

皮をはぐ44 ソブリ包丁で黒皮を取る55 干す66 さらし池でさらす 22 蒸す 11
←

コウゾを刈り、約１.２メートルに切りそろえる

め
　
か

は
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まちを動かす　ひと・夢・こころ

県内で唯一！ 手すき和紙のお話
周年
企画60

ワークショップ：和紙の花で小物づくり

ワークショップ：大竹和紙で風車をつくろう パインコーンズの皆さん
左から、日野浩爾さん（青少年育成委員会委員長）、
藤澤正治さん（理事長）、田中大介さん（副理事長）

大竹和紙行燈

ライトアップ事業

あん　　　どん

和紙小市
わ　　　　　　　し　　　　　　こ　　　　　　いち

　
子
ど
も
た
ち
が
和
紙
で
行
燈

を
作
り
、
大
竹
の
街
を
明
る
く

て
ら
し
ま
す
。

　
和
紙
の
原
料
で
あ
る
コ
ウ
ゾ
の

皮
を
む
く
作
業
に
始
ま
り
、
自

ら
す
い
た
和
紙
を
使
っ
て
行
燈
を

作
り
上
げ
ま
す
。

　
11
月
ま
で
の
全
７
回
（
予
定
）

の
講
座
で
、
大
竹
の
伝
統
文
化

に
触
れ
て
い
き
ま
す
。

参
加
者
募
集

　
す
で
に
、
第
１
回
の
「
コ
ウ
ゾ

精
製
体
験
」
は
終
了
し
て
い
ま

す
が
、
第
２
回
か
ら
参
加
で
き
る

方
に
限
り
、
こ
の
事
業
に
参
加
で

き
ま
す
。

　
今
か
ら
で
も
「
ぜ
ひ
、
や
っ
て

み
た
い
」
と
い
う
方
は
、
５
月
10

日
㈯
ま
で
に
、
大
竹
青
年
会
議

所
へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

市
民
提
案
事
業
を
企
画
さ
れ
た
、

大
竹
青
年
会
議
所
の
メ
ン
バ
ー

に
事
業
へ
の
思
い
を
伺
い
ま
し
た
。

　
私
た
ち
は
「
明
る
い
豊
か
な
社

会
」
を
目
指
し
て
活
動
し
て
お
り
、

そ
の一
環
と
し
て
「
青
少
年
の
健

全
育
成
」
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
今
回
の
事
業
は
、
大
竹
の
伝

統
産
業
で
あ
る
「
和
紙
」
を
通

じ
て
、
子
ど
も
た
ち
に
「
大
竹
」

へ
の
愛
着
を
育
ん
で
も
ら
い
た
い

と
の
思
い
で
企
画
し
た
も
の
で
す
。

　
ま
た
、
子
ど
も
た
ち
同
士
は

も
ち
ろ
ん
、
世
代
の
異
な
る
大
人

と
の
交
わ
り
の
な
か
で
、
思
い
や

り
や
自
立
心
、
信
頼
関
係
を
築

い
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
「
が
ん
ば
る
キ
ャ
ン

プ
」
と
称
し
て
青
少
年
の
育
成
に

取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
が
、
シ

リ
ー
ズ
で
行
う
事
業
は
今
回
が
初

の
試
み
で
す
。
８
カ
月
間
の
事
業

を
通
し
て
、
未
来
を
担
う
子
ど

も
た
ち
が
、
大
竹
で
生
ま
れ
育
っ

た
こ
と
に
誇
り
を
持
ち
、
た
く
ま

し
く
成
長
し
て
く
れ
た
ら
と
願
っ

て
い
ま
す
。

完
　成
完
　成

和紙でつながる
～市制施行60周年 市民提案事業～

お問い合わせ  大竹青年会議所（大竹商工会議所内☎52８００６）お問い合わせ  PiNECoNeS（UPHILL内☎57４４４４）

と　き
　５月25日㈰
　10時～15時

ところ

　西念寺（小方２）

内　容　
　○和紙でつくるワークショップ
　　・大竹和紙で風車をつくろう
　　・和紙の花で小物づくり
　　・大竹和紙でモビールづくり
　　・大竹歴史散歩　　　　　　　など
　○和紙雑貨とアクセサリー
　○似顔絵お面
　○パンとカフェー　　　　　 など

1212

市
民
提
案
事
業
を
企
画
さ
れ
た
、

パ
イ
ン
コ
ー
ン
ズ
の
う
ち
、
藤
井

ち
え
さ
ん
、
寺
下
の
ぞ
み
さ
ん
、

岡
本
博
子
さ
ん
に
イ
ベ
ン
ト
へ
の

思
い
を
伺
い
ま
し
た
。

　　
私
た
ち
は
、
平
成
23
年
秋
に

初
め
て
開
催
し
た
「
デ
ア
イ
マ
ル

シ
ェ
」
を
き
っ
か
け
と
し
て
「
大

竹
ま
ち
あ
そ
び
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

を
合
言
葉
に
６
人
で
活
動
し
て
い

ま
す
。

　
こ
の
た
び
、
和
紙
を
テ
ー
マ
と

し
た
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
た
の
は
、

和
紙
保
存
に
携
わ
る
方
か
ら
の

「
困
っ
て
い
る
」と
の
相
談
で
し
た
。

　「
何
か
お
手
伝
い
が
で
き
な
い

か
。」
そ
れ
な
ら
、
私
た
ち
が
得

意
と
す
る「
イ
ベ
ン
ト
」を
通
じ
て
、

一
人
で
も
多
く
の
方
に
「
和
紙
」

を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
。
そ
ん
な

思
い
か
ら
「
大
竹
和
紙
小
市
」

を
開
催
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
当
日
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野

で
活
躍
す
る
造
形
作
家
の
方
々
が
、

和
紙
を
取
り
入
れ
た
作
品
を
制

作
・
販
売
し
ま
す
。
ま
た
、
和

紙
を
使
っ
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
も

体
験
で
き
ま
す
。
情
緒
あ
る
お

寺
の
風
情
も
あ
い
ま
っ
て
和
紙
の

魅
力
を
い
っ
そ
う
引
き
立
て
て
く

れ
る
と
思
い
ま
す
。

　
ま
ず
は
見
て
、楽
し
ん
で
、知
っ

て
も
ら
う
こ
と
。
そ
し
て
生
活
の

な
か
に
、
少
し
で
も
和
紙
を
取
り

入
れ
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。
そ

し
て
、
関
心
を
持
っ
た
方
が
、
ま

た
違
う
形
で
携
わ
っ
て
い
く
。

　「
和
紙
小
市
」
と
い
う
小
さ
な

歯
車
が
、
皆
さ
ん
を
通
じ
て
少

し
ず
つ
大
き
な
歯
車
に
な
れ
ば
と

願
っ
て
い
ま
す
。

乾燥させる 77 大釜で煮る88 アク抜き、漂白する99 叩解機で粉砕する1111 圧搾機で水を絞る 1010 トロロを混ぜ、紙をすく

大竹

日程（予定）

３月29日（終了）
楮精製体験

５月
紙すき体験

７月
骨組み材料確保

９月
大竹の歴史・文化・
産業取材体験

10月上旬～中旬
行燈作成

10月下旬
行燈の披露セレモニー

11月
活動のまとめ

ひろう

⬇

⬇

⬇

⬇

⬇

⬇

パイン　  コーンズ
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