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12
～
13
世
紀
か
ら

紙
で
拭
く
よ
う
に

―
―
家
庭
に
お
け
る
紙
の
歴
史
を
研
究

し
た
き
っ
か
け
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　

文
房
具
関
連
の
仕
事
を
し
た
後
、
１

９
７
０
年
（
昭
和
45
）
か
ら
ト
イ
レ
ッ
ト

ロ
ー
ル
（
注
１
）
と
テ
ィ
ッ
シ
ュ
ペ
ー
パ

ー
を
製
造
す
る
製
紙
会
社
に
勤
め
た
の

で
す
が
、
３
年
後
の
１
９
７
３
年
（
昭
和

48
）
に
第
一
次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
（
注
２
）

が
起
き
ま
し
た
。
あ
の
と
き
は
日
本
中

が
混
乱
し
ま
し
た
ね
。
も
ち
ろ
ん
、
紙

の
在
庫
は
す
っ
か
ら
か
ん
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
が
終

わ
っ
て
落
ち
着
く
と
、「
ど
う
し
て
ト
イ

レ
ッ
ト
ロ
ー
ル
は
こ
の
幅
な
ん
で
す

か
？
」「
な
ぜ
ミ
シ
ン
目
が
入
っ
て
い
る

ん
で
す
か
？
」
と
い
っ
た
い
ろ
い
ろ
な

問
い
合
わ
せ
が
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
あ

っ
て
当
然
と
思
っ
て
い
る
の
で
誰
も
知

ら
な
い
し
、
歴
史
に
つ
い
て
書
い
た
も

の
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
自
分
で
調
べ
は
じ
め
た
の
で

す
。
海
外
に
も
足
を
運
び
、
ざ
っ
と
65

カ
国
は
訪
ね
て
い
ま
す
。

―
―
日
本
で
は
い
つ
か
ら
紙
が
使
わ
れ

て
い
た
の
で
す
か
？

　

手
漉
き
の
紙
は
、
紀
元
前
に
中
国
で

発
明
さ
れ
ま
し
た
。
前
漢
時
代
（
前
２

０
２
～
後
８
）
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本

に
伝
わ
っ
た
の
は
、『
日
本
書
紀
』
に
よ

る
と
７
世
紀
で
す
。
６
１
０
年
（
推
古

18
）
に
高
句
麗
か
ら
渡
来
し
た
僧
・
曇ど

ん

徴ち
ょ
うが

伝
え
た
と
あ
り
ま
す
が
、
実
際
に

は
４
～
５
世
紀
に
は
伝
わ
っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

紙
に
は
、
書
写
、
包
む
、
拭
く
な
ど

の
用
途
が
あ
り
ま
す
が
、
ト
イ
レ
ッ
ト

ペ
ー
パ
ー
と
し
て
紙
が
使
わ
れ
た
可
能

性
を
示
す
記
録
が
６
～
７
世
紀
の
中
国

の
家
訓
書
『
顔が
ん

氏し

か家
訓く

ん

』
に
あ
り
ま
す
。

訳
し
方
に
よ
っ
て
異
な
る
よ
う
で
す
が
、

私
は
「
文
字
の
書
い
て
あ
る
紙
は
、
鼻

を
か
ん
だ
り
、
厠か
わ
や
で
使
わ
な
い
こ
と
」

と
解
釈
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ

の
頃
す
で
に
紙
が
お
尻
を
拭
く
こ
と
に

使
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
す
。

―
―
日
本
で
は
、
紙
を
使
う
以
前
は
ど

う
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

紙
を
使
う
前
は
、
籌ち
ゅ
う
ぎ木
を
使
っ
て
い

誰
も
知
ろ
う
と

し
な
か
っ
た「
拭
く
紙
」

身
の
回
り
を
拭
く
も
の
と
い
え
ば
、
テ
ィ
ッ
シ
ュ
ペ
ー
パ
ー
な
ど
の
「
紙
」

も
身
近
な
存
在
だ
。
水
回
り
で
い
え
ば
、
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
は
現
代

の
必
需
品
と
言
っ
て
い
い
。
そ
こ
で
、
家
庭
で
使
わ
れ
る
紙
の
歴
史
、
特
に

ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
を
中
心
に
「
家
庭
紙
史
」
を
研
究
す
る
関
野
勉
さ

ん
に
、
国
内
外
の
お
尻
を
拭
く
紙
や
道
具
に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
。

（注２）オイルショック

1973年の第四次中東戦争をきっかけに、アラブ産油国が原油減産＆大幅値上げを行なったため、
石油輸入国に失業・インフレ・貿易収支の悪化という打撃を与えた事件（第一次オイルショック）。
また、1979年のイラン革命に伴って産油量が減り、原油価格が急騰した（第二次オイルショック）。

（注１）トイレットロール

用便後の清拭に用いられる専用紙で、ロール状の巻紙のこと。
今はトイレットロールをトイレットペーパーと呼ぶことが一般的。本
稿では場合によって「ちり紙」と「トイレットロール」を使い分けた。

Tsutomu Sekino
1934年青森県生まれ。文房具の卸売
業、万年筆のインクメーカー、防虫剤・
殺虫剤の販売会社を経て、1970年に
製紙会社へ転職。その後、機械すき和
紙連合会で勤務。世界65カ国を回り、
トイレやトイレットペーパーに関する史
料・資料や各国のトイレグッズを集める
など、家庭の紙の歴史を研究している。

インタビュー

関野 勉さん

家庭紙史研究家

家庭紙
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ま
し
た
。
用
便
の
後
に
お
尻
を
拭
う
木

片
の
こ
と
で
す
。「
か
き
木ぎ

」
と
も
呼
び

ま
す
。
飛
鳥
、
奈
良
、
平
安
時
代
ま
で

使
っ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
高
貴
な
人

と
庶
民
で
は
籌
木
の
つ
く
り
方
も
違
っ

て
い
た
よ
う
で
す
。
高
貴
な
人
が
使
う

籌
木
は
角
を
削
っ
て
滑
ら
か
な
形
に
加

工
し
て
い
ま
し
た
。
中
国
は
木
で
は
な

く
竹
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

―
―
使
い
捨
て
で
す
か
？

　

洗
っ
て
再
利
用
す
る
こ
と
も
あ
っ
た

よ
う
で
す
。
籌
木
は
お
尻
を
拭
く
だ
け

で
な
く
本
と
し
て
使
っ
た
り
、
荷
札
と

し
て
使
っ
た
り
も
し
て
い
ま
し
た
。
で

す
か
ら
鉋
で
削
っ
て
二
回
使
っ
た
も
の

も
あ
り
ま
す
し
、
一
回
で
捨
て
た
も
の

も
あ
る
。
籌
木
と
い
っ
て
も
木
を
割
る

わ
け
な
の
で
、
い
ろ
い
ろ
な
形
が
あ
り

ま
す
。

―
―
日
本
で
実
際
に
お
尻
を
紙
で
拭
く

よ
う
に
な
っ
た
の
は
い
つ
で
す
か
。

　

12
世
紀
後
半
の
絵
巻
に
『
餓が

き鬼
草ぞ

う

紙し

』
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
六
道
の
う

ち
餓
鬼
道
に
堕
ち
た
者
を
描
い
た
も
の

で
す
が
、
高
下
駄
を
履
い
て
排
便
し
て

い
ま
す
。
そ
し
て
人
間
と
餓
鬼
が
い
て
、

そ
の
周
辺
に
紙
が
散
ら
ば
っ
て
い
る
の

で
す
。『
餓
鬼
草
紙
』
に
は
詞こ
と
ば
が
き書が
な
い

の
で
想
像
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、

平
安
時
代
が
終
わ
っ
て
鎌
倉
時
代
あ
た   

り
か
ら
は
お
尻
を
拭
く
道
具
と
し
て
紙

が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

つ
ま
り
中
国
で
は
６
世
紀
頃
に
、
日
本

で
は
12
～
13
世
紀
頃
に
、
お
尻
を
紙
で

拭
く
習
慣
が
生
ま
れ
て
い
た
と
考
え
て

よ
い
で
し
ょ
う
。

　

た
だ
し
、
庶
民
が
使
え
る
よ
う
に
な

る
の
は
ず
っ
と
後
の
江
戸
時
代
か
ら
で

す
。
ち
り
紙
の
「
浅
草
紙
」
が
有
名
で

す
ね
。
古
紙
を
溶
か
し
て
漉
き
な
お
し

た
、
あ
ま
り
質
の
よ
く
な
い
再
生
紙
で

す
が
、
庶
民
の
日
用
紙
と
し
て
多
く
用

い
ら
れ
ま
し
た
。

紙
ば
か
り
で
は
な
い

外
国
の
拭
く
道
具

―
―
各
国
を
巡
っ
た
と
の
こ
と
で
す
が
、

お
尻
を
拭
く
の
は
紙
が
主
流
で
す
か
？

　

い
え
い
え
。
こ
れ
が
実
に
さ
ま
ざ
ま

な
も
の
で
拭
い
て
い
ま
す
。「
お
尻
を
拭

く
道
具
」
は
世
界
中
で
15
種
類
ほ
ど
確

認
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

私
も
お
世
話
に
な
っ
た
慶
應
義
塾
大

学
名
誉
教
授
の
西
岡
秀
雄
さ
ん
（
注
３
）

が
著
し
た
『
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
の

文
化
誌
』（
論
創
社  

１
９
８
７
）
に
は
、「
指

と
水
」「
指
と
砂
」「
小
石
」「
土
版
」「
葉

っ
ぱ
」「
茎
」「
と
う
も
ろ
こ
し
の
毛
・

芯
」「
ロ
ー
プ
」「
木
片
・
竹
ベ
ラ
」「
樹

皮
」「
海
綿
」「
布
切
れ
」「
海
藻
」「
雪
」

「
紙
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

古
代
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
時
代
の
地

中
海
諸
島
で
は
海
綿
を
使
っ
て
い
た
そ

う
で
す
。
私
も
キ
プ
ロ
ス
、
ギ
リ
シ
ャ
、

ト
ル
コ
、
イ
タ
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
は
海

綿
だ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
エ
ジ
プ
ト
は
海
綿
で
は

な
く
、
砂
漠
に
落
ち
て
い
る
「
小
石
」

を
使
っ
て
い
ま
し
た
。
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
観

光
の
男
性
ガ
イ
ド
た
ち
は
、
ポ
ケ
ッ
ト

に
小
石
を
数
個
必
ず
入
れ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
か
わ
か
り
ま
す
か
？ 

砂
漠
に
落

ち
て
い
る
小
石
は
熱
い
の
で
、
拾
っ
て

も
す
ぐ
に
使
え
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
ポ
ケ

ッ
ト
で
冷
や
し
て
お
く
。
使
い
終
え
た

ら
捨
て
ま
す
が
、
灼
熱
の
砂
漠
な
の
で

自
然
に
消
毒
で
き
る
―
―
と
い
う
し
く

み
な
の
で
す
。

―
―
合
理
的
で
す
ね
！

　

水
が
な
い
の
で
洗
え
ま
せ
ん
か
ら
ね
。

小
石
な
ら
砂
で
こ
す
ら
れ
、
熱
で
殺
菌

さ
れ
ま
す
。
エ
ジ
プ
ト
の
ト
イ
レ
で
紙

を
使
っ
て
い
る
と
「
君
は
日
本
人
だ

ね
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
世
界
中
の
人

が
紙
を
使
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の

で
す
。

　

西
岡
さ
ん
の
『
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ

ー
の
文
化
誌
』
が
出
版
さ
れ
た
と
き
、

世
界
人
口
は
約
55
億
人
。
西
岡
さ
ん
は

「
世
界
人
口
の
１
／
３
し
か
紙
は
使
っ

て
い
な
い
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
た
だ

し
、
今
の
生
産
量
（
約
３
４
０
０
万
ト
ン
）

に
鑑
み
る
と
、
世
界
人
口
の
１
／
２
、

つ
ま
り
35
億
人
く
ら
い
は
紙
を
使
っ
て

い
る
は
ず
で
す
。

平安時代末期から鎌倉時代初期の作とされる『餓鬼草紙』。
排便している周辺に「紙」が散乱している（国立国会図書館蔵）

世界の「お尻を拭く道具」
①指と水	 インド、インドネシアほか
②指と砂	 サウジアラビアほか
③小石	 エジプト
④土版	 パキスタン
⑤葉っぱ	 ソビエト（当時）、日本ほか
⑥茎	 日本、韓国ほか
⑦とうもろこしの毛・芯	アメリカ
⑧ロープ	 中国、アフリカ
⑨木片・竹ベラ	 中国
⑩樹皮	 ネパールほか
⑪海綿	 地中海諸島
⑫布切れ	 ブータンほか
⑬海藻	 日本
⑭雪	 スウェーデン
⑮紙	 各国
西岡秀雄著『トイレットペーパーの文化誌』
（論創社	1987）より

飛鳥、奈良、平安時代までお
尻を拭く道具として使われてい
た「籌木」（提供：関野	勉さん）

（注３）西岡秀雄さん

1913-2011。慶應義塾大学名誉教授、
大田区立郷土博物館館長、日本トイレ協
会名誉会長。専門は考古学・人文地理学。
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ト
イ
レ
ッ
ト
ロ
ー
ル
は

ア
メ
リ
カ
生
ま
れ

―
―
今
、
日
本
で
お
尻
を
拭
く
道
具
と

い
え
ば
ト
イ
レ
ッ
ト
ロ
ー
ル
で
す
が
、

か
つ
て
主
流
だ
っ
た
ち
り
紙
か
ら
切
り

替
わ
っ
た
の
は
い
つ
で
す
か
？

　

第
一
次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
の
と
き
は
、

ま
だ
ち
り
紙
の
方
が
多
く
使
わ
れ
て
い

ま
し
た
。
当
時
は
紙
を
巻
い
て
ミ
シ
ン

目
を
入
れ
る
機
械
が
ま
だ
少
な
か
っ
た

か
ら
で
す
。
ち
り
紙
な
ら
重
ね
切
り
す

れ
ば
済
み
ま
す
か
ら
ね
。
ト
イ
レ
ッ
ト

ロ
ー
ル
の
生
産
量
が
ち
り
紙
を
逆
転
し

た
の
は
１
９
７
７
年
（
昭
和
52
）
で
す
。

ト
イ
レ
ッ
ト
ロ
ー
ル
に
切
り
替
わ
っ
た

理
由
の
一
つ
に
「
ト
イ
レ
の
水
洗
化
」

が
あ
り
ま
す
。

―
―
そ
も
そ
も
ト
イ
レ
ッ
ト
ロ
ー
ル
は
、

い
つ
、
ど
こ
で
発
明
さ
れ
た
の
で
す
か
。

　

そ
れ
が
長
い
間
な
ぞ
で
し
た
。
イ
ギ

リ
ス
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
出
版

局
が
刊
行
す
る
『
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド

英
語
辞
典
』
に
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー

の
記
述
が
あ
る
の
で
す
が
、「
ト
イ
レ
ッ

ト
ロ
ー
ル
は
誰
が
開
発
し
た
の
か
わ
か

ら
な
い
」
と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
私

が
調
べ
た
の
は
５
～
６
年
前
で
す
か
ら

改
訂
し
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。

　

ず
っ
と
調
べ
て
い
て
、
よ
う
や
く
ア

メ
リ
カ
の
セ
ス
・
ウ
ェ
ラ
ー
と
い
う
人

が
、
自
分
で
特
許
を
取
得
し
て
自
ら
ト

イ
レ
ッ
ト
ロ
ー
ル
を
つ
く
っ
て
い
た
こ

と
を
突
き
止
め
ま
し
た
。

　

ア
メ
リ
カ
に
手
漉
き
の
紙
が
渡
っ
た

の
は
１
６
９
０
年
で
、
１
８
１
７
年
に

機
械
式
の
製
紙
に
切
り
替
わ
り
ま
す
。

セ
ス
・
ウ
ェ
ラ
ー
は
１
８
３
８
年
に
生
ま
れ

ま
し
た
。
１
８
７
１
年
、
セ
ス
・
ウ
ェ
ラ
ー

は
「Im

provem
ent in w

rapping- 
papers

」
と
い
う
名
で
特
許
「Patent 

U
S 117355

」
を
取
得
し
ま
す
。「
紙
に

ミ
シ
ン
目
を
施
し
て
ロ
ー
ル
状
に
し
て

用
意
す
る
」
と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
が

ト
イ
レ
ッ
ト
ロ
ー
ル
の
基
本
特
許
と
な

り
ま
し
た
。

　

セ
ス
・
ウ
ェ
ラ
ー
は
、
１
８
７
７
年

も
し
く
は
１
８
７
８
年
に
Ａ
・
Ｐ
・
Ｗ

（A
lbany Perforated W

rapping 
Paper Co.

）
と
い
う
会
社
を
設
立
し
、

ト
イ
レ
ッ
ト
ロ
ー
ル
を
製
造
し
ま
す
。

Ａ
・
Ｐ
・
Ｗ
社
の
ト
イ
レ
ッ
ト
ロ
ー
ル

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
輸
出
さ
れ
て
い
た
こ

と
は
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

　

私
の
手
元
に
、
１
９
０
４
年
の
消
印

が
押
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の
絵
葉
書
が
あ

り
ま
す
。
ト
イ
レ
マ
ナ
ー
の
絵
の
な
か

に
は
ト
イ
レ
ッ
ト
ロ
ー
ル
が
し
っ
か
り

描
か
れ
て
い
ま
す
の
で
、
セ
ス
・
ウ
ェ

ラ
ー
の
発
明
が
海
を
越
え
た
の
で
は
な

い
か
と
想
像
し
て
い
ま
す
。

白
が
好
ま
れ
る
の
は

天
然
に
な
い
色
だ
か
ら

―
―
日
本
で
最
初
に
ト
イ
レ
ッ
ト
ロ
ー

ル
が
製
造
さ
れ
た
の
は
？

　

現
存
す
る
史
料
に
よ
る
と
、
１
９
２

４
年
（
大
正
13
）
で
す
。
東
京
都
紙
商
組

合
の
「
和
紙
随
想
録
」
に
は
、
土
佐
紙

株
式
会
社
芸
防
工
場
（
現
・
日
本
製
紙
グ
ル

ー
プ
本
社
）
が
外
国
航
路
の
汽
船
に
積
み

込
む
た
め
、
ト
イ
レ
ッ
ト
ロ
ー
ル
を
つ

く
る
機
械
を
設
置
し
た
と
記
さ
れ
て
い

ま
す
。

―
―
日
本
の
ト
イ
レ
ッ
ト
ロ
ー
ル
も
１

０
０
年
近
い
歴
史
が
あ
る
の
で
す
ね
。

消
費
量
は
他
国
に
比
べ
て
ど
う
で
す
か
。

　

標
準
で
す
ね
。
日
本
人
の
一
人
当
た

り
の
年
間
消
費
量
は
約
８
㎏
。
幅
と
厚

さ
、
長
さ
に
よ
っ
て
変
わ
り
ま
す
が
、

ト
イ
レ
ッ
ト
ロ
ー
ル
１
個
を
１
５
０
ｇ

と
考
え
る
と
、
年
間
で
53
個
。
ア
メ
リ

カ
人
は
９
㎏
使
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

か
な
り
古
い
デ
ー
タ
で
す
が
、
フ
ラ
ン

ス
人
は
３
㎏
だ
そ
う
で
す
。
か
つ
て
主

食
は
パ
ン
と
肉
で
し
た
か
ら
、
ウ
サ
ギ

の
糞
の
よ
う
に
う
ん
ち
が
コ
ロ
コ
ロ
し

て
い
て
お
尻
が
汚
れ
に
く
い
。
だ
か
ら

使
用
量
も
少
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
と
こ
ろ
が
ド
イ
ツ
人
は
結
構
使

っ
て
い
て
、
ト
イ
レ
ッ
ト
ロ
ー
ル
の
製

造
も
盛
ん
で
す
。

―
―
国
に
よ
っ
て
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ

ー
の
色
に
違
い
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

ア
メ
リ
カ
で
は
１
９
３
０
年
代
に
色

つ
き
の
も
の
が
登
場
し
ま
す
。
ま
た
、

海
外
で
は
古
紙
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
た

黒
っ
ぽ
い
も
の
を
多
く
見
ま
す
。

　

日
本
の
昔
の
手
漉
き
和
紙
は
原
料
と

な
っ
た
楮こ
う
ぞの

色
で
す
し
、
浅
草
紙
は
ね

（上）１９０４年の消印があるフランスの絵葉書。トイレのマナーを描くなかには
トイレットロールも見られる	（下）アメリカでは政治家、特に大統領に関しては
肖像権・プライバシー権の主張が大幅に制限されていて、こうしたトイレット
ペーパーも販売される（提供：関野	勉さん）
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ず
み
色
で
し
た
が
、
徐
々
に
白
色
が
好

ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

紫
色
が
高
貴
な
色
と
さ
れ
て
い
る
の

は
天
然
に
は
存
在
し
な
い
色
だ
か
ら
で

す
。
白
色
も
同
じ
で
、
真
っ
白
く
で
き

な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
望
ま
れ
た
。
薬
品

の
な
か
っ
た
時
代
、
白
く
す
る
に
は
水

や
雪
に
さ
ら
す
し
か
方
法
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
薬
品
で
白
く
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
昭
和
50
年
代
か
ら
で
す
。

今
は
柄
物
や
ピ
ン
ク
色
を
好
む
人
も
い

ま
す
が
、
母
親
が
赤
ち
ゃ
ん
の
便
の
状

態
を
気
に
し
て
い
る
よ
う
に
便
は
健
康

の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
で
す
か
ら
、
見
え
や

す
い
白
色
の
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
ね
。

水
が
な
け
れ
ば

紙
は
つ
く
れ
な
い

―
―
海
外
を
訪
ね
て
、
ど
ん
な
と
こ
ろ

で
日
本
と
の
違
い
を
感
じ
ま
す
か
？

　

ト
イ
レ
ッ
ト
ロ
ー
ル
を
つ
く
れ
な
い

国
が
あ
る
こ
と
で
す
。
イ
ラ
ン
や
イ
ラ

ク
の
北
方
に
は
水
が
あ
る
の
で
紙
は
つ

く
れ
る
。
け
れ
ど
砂
漠
の
国
、
例
え
ば

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
や
ア
フ
リ
カ
の
国
々

で
は
無
理
で
す
。
だ
か
ら
サ
ウ
ジ
ア
ラ

ビ
ア
は
砂
と
水
で
お
尻
を
洗
う
の
で
す
。

紙
は
水
が
な
い
と
つ
く
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
し
て
、
海
外
に
は
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ

ー
パ
ー
を
買
え
な
い
人
た
ち
も
い
ま
す
。

特
に
イ
ン
ド
で
は
と
て
も
高
価
な
の
で
、

ホ
テ
ル
の
ト
イ
レ
ッ
ト
ロ
ー
ル
が
日
本

の
１
／
３
く
ら
い
の
大
き
さ
し
か
な
い
。

一
人
か
二
人
が
一
晩
泊
ま
る
の
に
必
要

な
分
し
か
置
い
て
い
ま
せ
ん
。
そ
う
考

え
る
と
、
日
本
は
恵
ま
れ
て
い
ま
す
ね
。

―
―
「
拭
く
」
行
為
と
紙
に
つ
い
て
は
、

ど
う
お
考
え
で
す
か
？

　

印
刷
の
「
刷
」
は
漢
字
で
す
。「
す
る
、

こ
す
る
」
の
ほ
か
に
「
は
く
、
ぬ
ぐ
う
、

き
よ
め
る
」
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
。

刷
新
と
は
「
拭
い
て
新
し
く
す
る
」
と

い
う
こ
と
で
す
が
、
中
国
に
は
「
拭
」

と
い
う
文
字
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
は
、

「
拭
」
は
国
字
な
の
で
す
。

　
「
蕗ふ
き

の
葉
」
の
語
源
は
「
拭
く
」
だ

と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
金
田
一
春
彦

さ
ん
が
『
こ
と
ば
の
博
物
誌
』（
文
藝
春
秋 

1
9
6
6
）
で
、
対
馬
の
豪
家
の
ト
イ
レ

を
借
り
た
と
き
に
新
し
い
蕗
の
葉
が
う

ず
高
く
置
い
て
あ
っ
た
の
を
見
て
「
紙

を
知
ら
な
か
っ
た
昔
の
人
は
、
用
便
の

あ
と
始
末
は
フ
キ
の
葉
を
用
い
た
も
の

で
、
そ
れ
で
フ
キ
の
葉
と
い
う
の
で
は

な
か
ろ
う
か
？
」
と
書
い
て
い
ま
す
。

「
蕗
＝
拭
き
」
と
考
え
た
の
で
す
ね
。

　

日
本
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
よ
り
も
古
く
か

ら
紙
を
知
っ
て
い
ま
す
し
、
使
っ
て
も

い
ま
す
。
し
か
し
、「
拭
く
紙
」
が
脚
光

を
浴
び
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

「
拭
く
」
と
い
う
作
業
で
使
わ
れ
、
捨

て
ら
れ
る
地
味
な
存
在
の
紙
に
光
を
当

て
る
た
め
に
、
私
は
こ
れ
か
ら
も
研
究

を
続
け
ま
す
。

（
２
０
１
７
年
10
月
25
日
取
材
）

誰も知ろうとしなかった「拭く紙」

家庭紙

（上）江戸時代に葛飾北斎が描いた浮世絵『富嶽三十六
景	駿州江尻（すんしゅうえじり）』。風に舞い上がる「ちり
紙」が描かれている（山口県立萩美術館・浦上記念館蔵）
（右）歌川貞秀筆『風流職人尽	紙漉』。江戸時代後期に
描かれたとされる（富士山かぐや姫ミュージアム蔵）

楮の手漉き和紙。戦前のものと
思われる。関野さんの父親が保
管していた（提供：関野	勉さん）

トルコ・エフェソス遺跡の公衆
トイレに腰掛ける関野さん。イ
スラム教徒は男性もトイレで座
るという（提供：関野	勉さん）

日本の高級ちり紙の
ラベルや包装紙。昭
和30年代頃のもの
（提供：関野	勉さん）


