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　奈良筆を始
はじ

め、赤
あかはだやき

膚焼、奈良団
う ち わ

扇、奈良晒
ざらし

、

鹿
しかつのざいく

角細工、大
やまとさしもの

和指物など、奈良にはたくさんの伝統

的な産業があります。そしてその一
ひと

つ一つに、よい

ものを大
たいせつ

切に守
まも

り次
つぎ

の世
せ だ い

代に伝えていこうという

職
しょくにん

人さんたちの気
き も

持ちが込
こ

められています。今
こんげつ

月は

そのような奈良の伝統的な産業の中
なか

から、奈良市
し

が

生
せいさんりょう

産量で全
ぜんこくいちい

国一位となっている墨
すみ

を紹介します。

◆ ◆ 奈奈
な ら ず み

良墨良墨

　墨の歴
れきし

史は古く、中
ちゅうごく

国では紙
かみ

が発
はつめい

明される前
まえ

から使
つか

われており、今
いま

から 2,000 年
ねんいじょうまえ

以上前の漢
かん

の時
じだ い

代には、

丸
まる

く固
かた

められた墨
ぼくがん

丸という墨が作
つく

られていました。

　日
にほん

本に墨の作
つく

り方
かた

が伝えられたのは、今から 1,400

年ほど前
まえ

の飛
あす か

鳥時代とされていますが、奈良墨の始
はじ

まりは、興
こうふくじ

福寺で仏
ぶつぞう

像にお供
そな

えする灯
とうみょう

明からとれる

「すす」を原
げんりょう

料にして墨が作られた

ことだとされています。墨づくり

の原料には、すすの他
ほか

に、すすを

つないで固
かた

める接
せっちゃくざい

着剤の役
やくわり

割をす

るにかわと香
こうりょう

料が必
ひつよう

要です。奈良

墨の複
ふくざつ

雑な色
いろ

と香
かお

りは、それらの原料と、いくつも

の工
こうてい

程を経
へ

て加
くわ

えられる職
しょくにん

人さんの技
わざ

によって作り

出
だ

されています。

古
ふる

くから奈
な ら

良に伝
つた

えられている

伝
でんとうてき

統的な産
さんぎょう

業を紹
しょうかい

介します。

教
きょういく

育センターでは、「にぎり墨
すみ

」や

「奈良筆
ふで

づくり」などさまざまな

ものづくり体
たいけんきょうしつ

験教室をしているよ。

　世界遺産や地域遺産を通して、地域に対する誇りや地域を大切に思う心情を育む
「世界遺産学習」の研究発表会を開催します。
【と き】①全体会：12月 24日㈯午後１時～４時半
　　　　②分科会：12月 25日㈰午前 10時～午後零時半

【ところ】①なら１００年会館（三条宮前町）、②はぐくみセンター（三条本町）
【内 容】小・中学生による「子ども会議」、講演会や実践報告会、「世界遺産学習会」など
【申 込】 はがきに催し名、住所、氏名（ふりがな）、電話番号を書いて、12月13日必着で学校教育課（〒630-8580

奈良市二条大路南一丁目１－１　☎０７４２－３４－５４９８）へ。くわしくは、市教育委員会ホー
ムページ「まなび・かがやきネット」（http://www.naracity.ed.jp/) にも掲載。

世界遺産学習全国サミット　2011 in なら

前回の様子

【問合せ】教育支援課（☎０７４２－３６－０４０１）

奈良の伝統的な産業

守
ろ
う
、
地
域
の
子
ど
も
た
ち　

毎
月
17
日
は
「
子
ど
も
安
全
の
日
」
で
す
。

　一つ一つ手作りされる墨は完
かんせい

成するま

でに数
すう

か月
げつ

かかります。職人さんが手
て ま

間

と時
じか ん

間をかけて、昔
むかし

ながらの道
どう ぐ

具を使
つか

い

丁
ていねい

寧に仕
し あ

上げる奈良墨を使
つか

って、来
らいねん

年の

お正
しょうがつ

月には、新
あら

たな気
き も

持ちで書
か

き初
ぞ

めを

楽
たの

しんでみてはいかがでしょうか。

　　　

南な
ん
と
し
ち
だ
い
じ

都
七
大
寺
の
一
つ
大
安
寺

の
旧き
ゅ
う
け
い
だ
い
ち

境
内
地
に
位い

ち置
す
る
本ほ
ん
こ
う校

は
、
自し
ぜ
ん然
に
恵め
ぐ

ま
れ
、
杉す
ぎ
や
ま
こ
ふ
ん

山
古
墳

や
八は
ち
ま
ん
じ
ん
じ
ゃ

幡
神
社
な
ど
歴れ
き
し史
の
薫か
お

る

伝で
ん
と
う
こ
う

統
校
と
し
て
現げ
ん
ざ
い在

137
年ね
ん
め目
を

迎む
か

え
て
い
ま
す
。
教
き
ょ
う
い
く
も
く
ひ
ょ
う

育
目
標
を
、

「
人じ
ん
け
ん
そ
ん
ち
ょ
う

権
尊
重
を
基き
ば
ん盤
に
、
自
み
ず
か
ら
学ま
な

び
、
考
か
ん
が
え
、
行こ
う
ど
う動
し
、
未み
ら
い来
を
切き

り
拓ひ
ら

く
、
や
さ
し
く
た
く
ま
し
い

子こ

ど
も
を
育そ
だ

て
る
」
と
し
て
、
全す
べ

て
の
教
育
活か
つ
ど
う動
を
通と
お

し
て
、
豊ゆ
た

か

な
心
こ
こ
ろ
と
生い

き
る
力
ち
か
ら
の
育い
く
せ
い成
を
め
ざ

し
て
取と

り
組く

ん
で
い
ま
す
。

　

特と
く

に
、
始し
ぎ
ょ
う
ま
え

業
前
の
全ぜ
ん
こ
う
い
っ
せ
い
あ
さ

校
一
斉
朝

の
学が
く
し
ゅ
う習
で
は
、
学が
く
ね
ん年
に
応お
う

じ
て
、

基き

そ礎
・
基き
ほ
ん本
の
学
が
く
り
ょ
く力
の
定
て
い
ち
ゃ
く着
を
め

ざ
し
て
反は
ん
ぷ
く復
練れ
ん
し
ゅ
う
習
に
取と

り
組く

ん
だ

り
、
読ど
く
し
ょ書
タ
イ
ム
を
設せ
っ
て
い定
し
、
読

書
に
親し
た

し
む
時じ
か
ん間
を
大た
い
せ
つ切
に
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
人ひ
と

と
の
つ
な
が

り
を
育そ
だ

て
る
た
め
、
地ち
い
き域
の
み
な

さ
ん
を
ゲ
ス
ト
に
迎む
か

え
た
り
、
子

ど
も
た
ち
が
地
域
に
出で

む向
い
た
り

す
る
こ
と
で
、
人
と
の
ふ
れ
あ
い

を
通
し
た
豊ゆ
た

か
な
心
の
育い
く
せ
い成
に
努つ
と

め
て
い
ま
す
。

　

毎ま
い
と
し年
行お
こ
なわ
れ
る
「
大
安
寺
フ
ェ

ス
タ
」
で
は
、
保ほ
ご
し
ゃ

護
者
や
地
域
の

協き
ょ
う
り
ょ
く
力
を
得え

て
、
た
く
さ
ん
の
人

と
楽た
の

し
く
一い
ち
に
ち日
を
過す

ご
し
て
い
ま

す
。 学

が

っ

こ

う

し

ょ

う

か

い

校
紹
介

大だ
い
あ
ん
じ
し
ょ
う
が
っ
こ
う

安
寺
小
学
校
の
巻ま

き


