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好奇心いっぱいの科学体験



現在の大洲

今 月 の 表 紙CONTENTS　目次

　10月27日㈯、国立大
洲青少年交流の家で行
われた「科学体験フェ
スティバル」を取材し
ました。
　どのブースも人気があ
り、子どもたちは普段経
験できない科学の面白さ
に触れていました。
　子どもだけではなく、
同行した保護者も目を
輝かせていました。

２ページ  がんばる大洲っ子・今月の表紙
３ページ～ 大洲「もの」づくりの現場から（特集）
₁₀ページ～ シリーズ
₁₃ページ おおずニュース
₁₄ページ　 まちのわだい
₁₅ページ～ おしらせ
₂₅ページ～ 図書館・保健センター・
  心と体の健康ガイド
₂₈ページ　 がんばるひと
　　　　　　　　（櫛友会）

　

僕
は
将
来
、
消
防
士
か
学
校

の
先
生
に
な
り
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
き
っ
か
け
と

な
っ
た
の
は
、
中
学
校
２
年
生

で
の
職
場
体
験
や
、
日
々
優
し

く
接
し
て
く
れ
る
南
中
学
校
の

先
生
の
存
在
で
す
。こ
れ
か
ら
、

人
の
役
に
立
て
る
よ
う
に
成
長

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

南
中
学
校
で
の
一
番
の
思
い

出
は
、
ベ
ス
ト
８
ま
で
勝
ち
進

ん
だ
野
球
の
県
総
体
で
す
。
負

け
た
時
は
悔
し
か
っ
た
け
れ

ど
、良
い
経
験
が
で
き
ま
し
た
。

　

南
中
学
校
で
の
生
活
も
最
後

に
な
る
の
で
、
楽
し
く
過
ご
し

て
き
た
友
達
と
い
っ
ぱ
い
思
い

出
を
つ
く
り
た
い
で
す
。

　

僕
は
﹁
努
力
は
人
を
裏
切
ら

な
い
﹂
を
信
念
に
、
何
事
も
一

生
懸
命
に
取
り
組
む
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。
今
ま
で
に
経
験
し

て
き
た
楽
し
い
こ
と
や
辛
い
こ

と
を
、
こ
れ
か
ら
進
む
道
で
生

か
し
て
い
き
た
い
で
す
。

picture 写真

今月の題字作成者

税　　　別 12 月 １月 ２月 ３月

市 県 民 税 ４期 ５期

固 定 資 産 税 ５期

軽 自 動 車 税

国 民 健 康 保 険 税 ６期 ７期 ８期 ９期

市税などの納付は、便利で安心な「口座振替」を！

12月の納税など　納期限は12月25日㈫です

人の動き（先月比）

人口　　　47,527人　（＋11）
　男　　22,573人　（＋２）
　女　　24,954人　（＋９）
世帯数　20,280世帯（＋26）

交通事故（昨年同期）

　件数　　146件（167件）
　死者　   １人（２人） 
　負傷者　174人（205人）

（2012年10月末現在）

大洲南中学校２年（現：大洲南中学校３年）

　松　本　博
ひ ろ

　幸
ゆ き

 さん

が ん ば る 大 洲 っ 子
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ものづくりの「今」

　

私
た
ち
の
ま
ち
・
大
洲
で
は
、
古
来

か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
﹁
も
の
﹂
が
作
ら
れ
、

文
化
と
し
て
根
付
い
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、も
の
づ
く
り
︵
産
業
︶
は
、

社
会
情
勢
の
移
り
変
わ
り
の
中
で
、
そ

の
姿
を
変
え
て
い
き
ま
す
。
隆
盛
を
迎

え
る
も
の
、
衰
退
の
一
途
を
た
ど
る
も

の
、
復
活
を
果
た
す
も
の
。

　　

藩
政
時
代
か
ら
、
質
の
高
さ
を
誇
っ

て
い
た
手
す
き
和
紙
で
あ
る
﹁
大
洲
和

紙
﹂
は
、
機
械
す
き
に
押
さ
れ
、
そ
の

生
産
数
は
減
少
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

現
在
、﹁
大
洲
和
紙
﹂
は
、
内
子
町

五
十
崎
で
生
産
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
大
洲
喜
多
地
方
は
﹁
伊
予
生

糸
﹂
発
祥
の
地
で
あ
り
、
最
盛
期
の
大

正
２
年
に
は
18
の
工
場
が
あ
り
ま
し

た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
徐
々
に
衰
退

し
、
平
成
６
年
に
は
﹁
伊
予
生
糸
﹂
の

長
い
歴
史
を
誇
っ
た
県
蚕
糸
連
大
洲
工

場
が
閉
鎖
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
、手
作
り
で
行
う
﹁
も
の
づ
く
り
﹂

は
、厳
し
い
現
実
に
直
面
し
て
い
ま
す
。

安
く
大
量
に
生
産
さ
れ
た
品
々
や
輸
入

品
の
増
加
、
個
人
の
し
好
の
多
様
化
な

ど
か
ら
、
伝
統
的
な
手
法
で
作
ら
れ
た

﹁
も
の
﹂
が
次
第
に
そ
の
姿
を
消
そ
う

と
し
て
い
ま
す
。

大
洲
「
も
の
」
づ
く
り
の
現
場
か
ら

　

そ
の
よ
う
な
中
で
、
厳
し
い
現
実
、

時
代
の
逆
風
と
向
き
合
い
な
が
ら
、

脈
々
と
職
人
の
技
を
受
け
継
ぐ
人
た
ち

が
い
ま
す
。

　

ま
た
、
衰
退
し
て
い
く
大
洲
の
伝
統

工
芸
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
、
豊
か
な
発

想
力
で
、
伝
統
工
芸
品
の
活
用
方
法
を

研
究
し
て
い
る
団
体
が
あ
り
ま
す
。

　

大
洲
の
原
点
「
も
の
づ
く
り
」

　

今
月
号
で
は
、
も
の
づ
く
り
の
現
場

か
ら
、
大
洲
の
伝
統
工
芸
の
﹁
今
﹂
を

取
材
し
ま
し
た
。
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衰えぬ製作意欲

　
﹁
生
涯
現
役
で
す
﹂
と
話
す
の
は
、

建
設
板
金
工
の
久
保
賀
運
さ
ん
。
15
歳

で
こ
の
道
に
入
り
、
以
来
60
年
以
上
の

経
験
を
持
ち
ま
す
。
そ
の
卓
越
し
た
技

術
と
長
年
の
功
績
に
よ
り
、
平
成
15
年

に
は
﹁
現
代
の
名
工
﹂
に
選
ば
れ
、
さ

ら
に
平
成
18
年
に
は
﹁
黄お
う

綬じ
ゅ

褒ほ
う

章し
ょ
う﹂
を

受
章
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
神
社
仏
閣
の
銅
板
屋
根
工
事

や
修
理
な
ど
に
精
通
し
て
い
て
、
全
国

で
も
珍
し
い
鬼
飾
り
職
人
で
す
。
鬼
瓦

や
鬼
飾
り
を
手
が
け
る
職
人
は﹁
鬼
師
﹂

と
呼
ば
れ
、
昔
か
ら
人
々
に
敬
わ
れ
て

き
ま
し
た
。

　

賀
運
さ
ん
は
、
仕
事
の
中
で
屋
根
の

銅
板
葺
き
や
鬼
瓦
の
研
究
を
続
け
、
さ

ま
ざ
ま
な
技
法
を
生
み
出
し
て
き
ま
し

た
。
特
に
、
鬼
飾
り
の
耐
久
性
を
飛
躍

的
に
向
上
さ
せ
た
﹁
空
打
ち
﹂
は
、
日

本
で
唯
一
の
技
法
で
、
全
国
的
に
も
高

い
評
価
を
得
て
い
ま
す
。

　
﹁
空
打
ち
﹂
と
は
、
鬼
飾
り
の
中
の

心
木
に
銅
板
を
張
る
従
来
の
技
法
と
は

異
な
り
、
銅
板
の
み
を
使
い
金
槌
で
打

ち
出
し
て
形
作
り
、
鬼
飾
り
を
作
る
技

法
で
す
。
心
木
が
腐
り
、
鬼
飾
り
が
痛

む
と
い
う
問
題
点
を
解
決
し
ま
し
た
。

　
﹁
今
、
鬼
飾
り
を
作
る
職
人
は
ほ
と

ん
ど
い
ま
せ
ん
。﹃
空
打
ち
﹄
に
限
っ

て
言
え
ば
、
日
本
で
も
私
一
人
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
﹂

　

賀
運
さ
ん
は
、
四
国
霊
場
八
十
八
ケ

所
を
は
じ
め
、
県
内
外
の
神
社
仏
閣
の

修
理
に
携
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
数

は
、
現
在
で
は
１
０
０
件
を
超
え
る
ま

銅
板
か
ら
学
び
、
銅
板
と
会
話
す
る

～
空
打
ち
に
よ
る
鬼
飾
り
づ
く
り
～

有
限
会
社
久
保
板
金
工
業
所
　
久
保
　
賀よ

し

運か
ず 

さ
ん

8 9 ⓾

6
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磨き抜かれた技

で
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
中
で
も
、
特
に
印
象
に
残
っ
て

い
る
の
は
、
平
成
７
年
に
起
き
た
阪
神

淡
路
大
震
災
で
、
生
田
神
社
の
震
災
復

興
事
業
に
参
加
し
た
時
の
こ
と
だ
そ
う

で
す
。
そ
の
時
の
心
境
を
、
こ
う
語
り

ま
す
。

　
﹁
震
災
の
様
子
を
テ
レ
ビ
で
見
て
、

何
か
自
分
に
役
に
立
て
る
こ
と
は
な
い

か
と
考
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
被
害
の
大

き
か
っ
た
生
田
神
社
を
訪
ね
、
私
に
鬼

飾
り
を
作
ら
せ
て
も
ら
え
な
い
か
、
お

話
し
し
ま
し
た
。
自
分
の
出
来
う
る
限

り
の
技
術
と
思
い
を
込
め
、
完
成
し
た

鬼
瓦
５
つ
を
無
償
で
生
田
神
社
に
寄
贈

し
ま
し
た
。
喜
ん
で
い
た
だ
い
た
関
係

者
の
姿
が
、
今
で
も
目
に
焼
き
つ
い
て

離
れ
ま
せ
ん
﹂

　

鬼
飾
り
以
外
に
も
、
壺
や
し
ゃ
ち
ほ

こ
な
ど
、
賀
運
さ
ん
は
さ
ま
ざ
ま
な
作

品
を
生
み
出
し
て
い
て
、
一
度
見
た
も

の
は
、
ほ
と
ん
ど
の
も
の
を
銅
板
で
作

る
こ
と
が
で
き
る
そ
う
で
す
。

　

そ
の
卓
越
し
た
技
術
の
継
承
に
つ
い

て
伺
っ
て
み
る
と
、﹁
後
継
者
は
い
な

い
。﹃
空
打
ち
﹄
の
技
術
も
、
私
の
代

で
途
切
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
﹂
と
、

静
か
な
口
調
で
話
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
で
も
日
本
一
の
職
人
を
目
指
し
、

芸
術
性
の
高
い
作
品
を
作
り
続
け
る
賀

運
さ
ん
。
名
工
の
作
業
場
で
は
、
金
槌

を
叩
く
音
が
今
も
昔
と
変
わ
ら
ず
、
毎

日
響
い
て
い
ま
す
。

1 �材料となる銅板
2 賀運さんの作業場。完成した鬼飾りが、所狭しと並べられていた
3 4 5 �神社などに納められるのを待つ鬼飾りの数々
6 �金槌を使い、黙々と作業を進める賀運さん
7 8 9 ⓾ �作品の数々（7屋根飾り　8壺　9ハスの花　⓾しめ縄）

1

2

3

4 5 7
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受け継がれた技能

一
文
字
一
文
字
に
思
い
を
込
め
て

～
愛
媛
県
の
伝
統
的
工
芸
品
　
～
高
張
提
灯
～

ひ
ら
ぢ
屋
提
灯
製
作
所
　
梶
尾
　
盛も

り

俊と
し 

さ
ん

　
﹁
高
張
提
灯
﹂
と
は
、
江
戸
時
代
初

期
に
使
わ
れ
て
い
た
照
明
器
具
で
、
現

在
、
お
祭
り
な
ど
祭
事
に
用
い
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

戦
後
ま
で
は
、
提
灯
を
製
造
す
る
業

者
は
多
数
存
在
し
て
い
ま
し
た
が
、
時

代
の
流
れ
と
と
も
に
減
少
し
、
現
在
、

南
予
地
方
で
は
一
軒
の
み
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

そ
の
店
舗
が
大
洲
市
内
に
あ
る
﹁
ひ

ら
ぢ
屋
提
灯
製
作
所
﹂。

　

創
業
２
０
０
年
余
、
７
代
目
と
な
る

梶
尾
盛
俊
さ
ん
に
話
を
伺
い
ま
し
た
。

　
﹁
元
々
は
、
両
親
が
高
齢
の
た
め
東

京
か
ら
戻
っ
て
き
ま
し
た
﹂
と
話
す
盛

俊
さ
ん
。
大
洲
に
戻
っ
て
か
ら
は
先
代

の
手
ほ
ど
き
を
受
け
、
今
で
は
先
代
の

意
思
を
継
ぎ
、
伝
統
工
芸
の
世
界
に
身

を
投
じ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

提
灯
作
り
は
、
全
行
程
を
奥
さ
ん
の

薫か
お
るさ
ん
と
、
す
べ
て
手
作
業
で
仕
上
げ

ま
す
。

　

作
業
は
、
ま
ず
組
み
立
て
た
木
枠
に

竹
ひ
ご
を
円
形
に
巻
き
付
け
て
い
き
ま

す
。
ひ
ご
と
ひ
ご
を
和
紙
で
つ
な
い
だ

後
、﹁
内
側
﹂と
い
う
部
品
を
取
り
付
け
、

糸
で
固
定
し
ま
す
。
そ
の
後
、
五
十
崎

和
紙
を
貼
り
つ
け
ま
す
。

　

そ
し
て
、
固
定
し
て
い
た
木
枠
と
型

を
取
り
外
し
、
提
灯
を
折
り
た
た
ん
で

い
き
ま
す
。
再
び
広
げ
ら
れ
た
提
灯
に

墨
入
れ
を
し
、
仕
上
げ
に
防
水
・
保
護

の
た
め
に
﹁
エ
ゴ
マ
油
﹂
を
塗
り
、
２

～
３
日
天
日
干
し
し
て
完
成
と
な
り
ま

す
。
提
灯
の
仕
上
げ
ま
で
に
は
、
約
１

週
間
か
か
る
そ
う
で
す
。

7

8 9
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技を極める

　

全
行
程
の
中
で
最
も
気
を
遣
う
の

が
、﹁
文
字
書
き
﹂
と
﹁
紋
書
き
﹂
の
作

業
と
の
こ
と
。
そ
の
こ
と
を
尋
ね
る
と
、

盛
俊
さ
ん
は
﹁
先
代
が
書
き
残
し
て
く

れ
た
書
体
は
、
く
ず
し
文
字
な
ど
数
種

類
あ
り
、
ど
れ
も
素
晴
ら
し
い
も
の
で

す
。
先
代
か
ら
手
ほ
ど
き
を
受
け
て
書

き
方
を
覚
え
た
文
字
も
あ
れ
ば
、
見

よ
う
見
ま
ね
で
覚
え
た
も
の
も
あ
り
ま

す
。
提
灯
の
納
入
先
か
ら
は
、
先
代
か

ら
の
書
体
が
好
評
で
、
愛
媛
県
の
伝
統

工
芸
士
で
あ
っ
た
父
︵
６
代
目
、
梶
尾

善ぜ
ん

作さ
く

︶
の
名
に
恥
じ
な
い
仕
事
を
し
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
後
は
、

新
た
な
書
体
に
も
挑
戦
し
、
次
の
ス
テ

ッ
プ
に
繋
げ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
﹂
と
話
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

最
近
、
よ
く
見
か
け
る
よ
う
に
な
っ

た
ビ
ニ
ー
ル
製
の
提
灯
と
の
違
い
に
つ

い
て
も
伺
っ
て
み
ま
し
た
。

　
﹁
手
作
り
の
提
灯
に
は
、
既
製
品
に

は
な
い
文
字
の
書
体
の
美
し
さ
と
深
い

味
わ
い
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
防
水
・

保
護
の
た
め
に
、表
面
に
﹁
エ
ゴ
マ
油
﹂

を
塗
る
と
、
和
紙
が
茶
色
っ
ぽ
い
色
に

な
り
、
灯
り
に
風
情
が
出
ま
す
。
昔
な

が
ら
の
﹃
も
の
づ
く
り
﹄
を
大
切
に
、

次
世
代
に
引
き
継
い
で
い
き
た
い
も
の

で
す
﹂

　

秋
祭
り
な
ど
で
、
家
の
軒
先
に
提
灯

を
飾
る
家
は
少
な
く
な
り
、
昔
な
が
ら

の
風
習
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

盛
俊
さ
ん
は
こ
う
話
し
ま
す
。

　
﹁
手
作
り
の
提
灯
を
見
て
、
古
き
良

き
時
代
を
感
じ
て
ほ
し
い
﹂

　

７
代
目
の
挑
戦
は
、
こ
れ
か
ら
も
続

き
ま
す
。

1 2 材料となる竹ひごと、提灯
の上下に飾り付ける、「がわ」

3 数メートルにもなる竹ひごを、
段差なく繋ぎながら木枠に巻き付
け、糸で固定していく

4 和紙を張り終え、木枠と型を外
した状態の提灯

5 墨入れ前に、一度折りたたまれ
た提灯。折りたたむ前に墨入れす
る業者もいるが、伸縮により文字
が小さくなることもある

6 �文字が書かれ墨入れを待つ提灯

7 提灯に墨入れをする、梶尾盛俊
さん

8 �天日干しされる提灯の数々

9 �店頭に飾られる高張提灯

1

2

3

4 5 6
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新たな試み

大 洲 和 紙
　大洲半紙（明治以降「大洲和紙」）は、藩政時代から品質
に優れ、特に江戸で好評だった。大洲半紙は、内ノ子・大瀬（現
内子町など）で多く生産され、宝暦年間には、かじ役所や
紙役所を藩が設けて専売としていた。
　
　明治５年に大洲半紙の専売が廃止となり、民営化が実
現し世相から喜ばれたが、製品売りさばきの道筋に迷っ
たり、粗悪な原料を使って業者に紙をすかせたものを「大
洲和紙」として売り出されたりしたため、藩政時代に日
本一の良質をうたわれた「大洲半紙」も、品質低下の悪
評が流れた。

　また、外国からの洋紙の輸入もあり、和紙の利用が減
少し、大洲和紙の生産は衰退していくことになった。

　現在は、大正時代に創業した「天神産紙工場」（現内子
町五十崎）などが、かじやミツマタを原料に、手すきの
大洲和紙として伝承している。

大
洲
和
紙
の
復
活
に
向
け
て

～
大
洲
農
業
高
等
学
校
生
活
科
学
科
被
服
班
の
取
り
組
み
～

　

大
洲
の
伝
統
工
芸
を
守
る
人
、
そ
の

技
を
受
け
継
い
で
い
く
人
。
そ
れ
ら
の

人
た
ち
と
は
別
の
形
で
、
伝
統
工
芸
品

と
向
き
合
う
団
体
が
あ
り
ま
す
。

　　

大
洲
農
業
高
等
学
校
生
活
科
学
科
被

服
班
は
、
衰
退
し
て
い
く
大
洲
の
伝
統

工
芸
・
産
業
を
継
承
お
よ
び
復
活
さ
せ

る
取
り
組
み
を
実
践
し
よ
う
と
し
て
い

ま
す
。

　

高
校
生
な
ら
で
は
の
若
い
発
想
力
に

よ
っ
て
、
伝
統
工
芸
品
に
新
た
な
付
加

価
値
を
つ
け
た
り
、
活
用
方
法
を
研
究

す
る
こ
と
で
、多
く
の
み
な
さ
ん
に﹁
大

洲
の
魅
力
﹂
を
伝
え
て
い
こ
う
と
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　

大
洲
藩
時
代
、
日
本
一
良
質
と
評
判

だ
っ
た
﹁
大
洲
半
紙
﹂。
現
在
、
衰
退

と
継
承
の
危
機
に
あ
る
﹁
大
洲
和
紙
﹂

に
着
目
し
、
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

歴
史
を
ひ
も
と
き
な
が
ら
当
時
の
材

料
や
製
造
方
法
を
調
査
し
、
伝
統
工
芸

士
の
指
導
を
受
け
、
自
ら
が
和
紙
を
す

く
こ
と
で
﹁
大
洲
和
紙
﹂
の
魅
力
を
体

感
し
、
そ
の
復
活
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
取
り
組
み
は
、﹁
大
洲
和
紙
﹂

の
製
造
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
活

用
方
法
を
研
究
す
る
ま
で
に
広
が
り
を

み
せ
て
い
ま
す
。

　

大
洲
和
紙
の
復
活
に
向
け
た
、
大
洲

農
業
高
等
学
校
生
活
科
学
科
被
服
班
の

取
り
組
み
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
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大洲「もの」語り

　

今
回
の
取
材
で
は
、﹁
も
の
づ
く
り
﹂

に
真
剣
に
向
き
合
う
人
た
ち
の
情
熱
や

発
想
、
そ
し
て
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
を
肌
で

感
じ
ま
し
た
。

　

卓
越
し
た
技
術
は
、
日
々
の
惜
し
ま

ぬ
努
力
に
よ
っ
て
磨
か
れ
た
も
の
で
あ

り
、
一
朝
一
夕
に
習
得
で
き
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
並
々
な
ら
ぬ
努
力
の

蓄
積
が
、
伝
統
的
な
﹁
も
の
﹂
を
生
み

出
し
ま
す
。

　

ま
た
、
匠
の
技
に
よ
っ
て
手
間
暇
か

け
て
作
ら
れ
た
﹁
も
の
﹂
に
は
、
機
械

で
大
量
生
産
さ
れ
た
﹁
も
の
﹂
と
は
違

い
、
作
り
手
の
温
も
り
や
気
持
ち
が
伝

わ
っ
て
き
ま
す
。

　

大
洲
の
﹁
も
の
づ
く
り
﹂
は
、
大
洲

の
文
化
そ
の
も
の
で
す
。
後
継
者
不
足

が
大
き
な
課
題
と
な
る
中
、
大
洲
農
業

高
等
学
校
生
活
科
学
科
被
服
班
の
大
洲

和
紙
復
活
に
向
け
た
取
り
組
み
に
は
、

﹁
も
の
づ
く
り
﹂
を
継
承
す
る
上
で
、

大
き
な
意
義
が
あ
り
ま
す
。

　

今
後
、
大
洲
の
さ
ま
ざ
ま
な
﹁
も
の

づ
く
り
﹂
が
廃
れ
る
こ
と
な
く
、
次
世

代
に
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
祈
り
ま

す
。

　

大
洲
の
文
化
を
守
り
、伝
え
る
た
め
に
。

【
大
洲
農
業
高
等
学
校
生
活
科
学
科
被
服
班
の
み
な
さ
ん
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
】

　

今
回
、
私
た
ち
は
﹁
大
洲
和
紙
﹂
に
光
を
通
す
と
、
柔
ら
か
く
あ
た
た
か
い
光
に

な
る
こ
と
に
着
目
し
て
、
ラ
ン
プ
を
製
作
し
ま
し
た
。
肱
川
の
夜
空
に
飛
び
交
う
ホ

タ
ル
や
秋
桜
の
風
景
を
表
現
し
、
大
洲
ら
し
さ
を
演
出
し
ま
し
た
。
今
後
も
、
大
洲

の
季
節
に
応
じ
た
テ
ー
マ
で
、
ラ
ン
プ
を
製
作
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
授
業
で
培
っ
た
被
服
製
作
の
技
術
を
生
か
し
て
、
大
洲
和
紙
を
用
い
た
ウ

エ
デ
ィ
ン
グ
ド
レ
ス
や
カ
ク
テ
ル
ド
レ
ス
、
打
ち
掛
け
な
ど
を
製
作
し
、
農
業
祭
で

発
表
し
ま
し
た
。
和
紙
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
の
し
な
や
か
さ
や
鮮
や
か
な
色
合
い
、

ま
た
、
和
紙
の
優
し
い
風
合
い
に
、
訪
れ
た
み
な
さ
ん
か
ら
高
い
評
価
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
大
洲
の
観
光
資
源
の
普
及
や
伝
統
産
業
の
継
承
・
復
活
を
願
っ
て
、

大
洲
和
紙
の
製
品
化
に
向
け
た
活
動
を
実
践
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　大洲農業高等学校３年

　三　好　亜
あ

　惟
い

　さん

　大洲農業高等学校３年

　桝　田　夏
なつ

　生
き

　さん

　大洲和紙に注目したきっかけは、
国の伝統的工芸品に指定されている
にもかかわらず、その知名度が低い
ことからでした。五十崎の和紙製造
工場で見せていただいた職人技や和
紙製品に感動し、ぜひ私も製作した
いと思いました。
　実際に、和紙をすく体験をしまし
たが、破れやすく、想像以上に力仕
事で難しかったです。
　今回、私たちは製作したランプを
おはなはん通りの休憩所に設置した
り、市内の老人保健施設に寄贈した
りしました。私たちが丁寧に、和紙
の良さを最大限に引き出した作品を、
たくさんの人に見ていただきたいと
思います。
　今後は、実際に自分たちですいた
和紙製品で、大洲和紙を復活させた
いです。また、後輩たちには、私た
ちの経験を生かしてもらいたいです。

　私は高校の授業を通して、初め
て大洲和紙の存在を知りました。
　大洲和紙の歴史や現状について
勉強していくうちに、和紙の温か
さやその奥深い魅力を発見するこ
とができました。
　一見紙である和紙の強度は、弱
そうだと思われがちですが、布と
同じようにミシンをかけることが
できます。
　初めてのドレス製作では、作業
の行き詰まるところが多々ありまし
たが、自分でデザインを考え、それ
を基に完成した作品を見た時は、作
る喜びと達成感でいっぱいでした。
　和紙は、普段の私生活でもいろ
いろと活用することができます。今
後、高校生ならではのアイデアを生
かして、大洲和紙の魅力や活用方法
を多くの人に広めていきたいです。
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