
水の文化 58号　特集「日々、拭く。」 10

中
世
ま
で
は

棒
雑
巾
が
活
躍

　

私
の
母
は
、
家
中
い
た
る
と
こ
ろ
に

雑
巾
を
置
い
て
い
ま
し
た
。
家
に
上
が

る
と
き
に
は
さ
っ
と
足
裏
を
拭ぬ
ぐ

い
、
あ

る
い
は
棚
や
桟
な
ど
に
少
し
で
も
汚
れ

を
見
つ
け
る
と
、
そ
の
場
で
す
ぐ
に
拭

い
て
き
れ
い
に
し
て
い
ま
し
た
。
日
常

生
活
に
「
拭
く
」
と
い
う
行
為
が
あ
た

り
ま
え
の
よ
う
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た

の
で
す
。

　

で
は
、
日
本
人
は
い
つ
か
ら
「
拭

く
」
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

縄
文
時
代
の
貝
塚
が
各
地
で
発
見
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
ご
み
を
ひ

と
所
に
集
め
、
身
の
回
り
を
き
れ
い
に

す
る
と
い
う
掃
除
の
文
化
は
、
古
く
か

ら
日
本
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ

ま
す
。
た
だ
し
、
縄
文
時
代
に
拭
き
掃

除
を
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま

せ
ん
。

　

記
録
と
し
て
さ
か
の
ぼ
れ
る
の
は
、

平
安
時
代
に
な
り
ま
す
。『
扇せ
ん
め
ん面
法
華

経
』
と
い
う
12
世
紀
の
装
飾
経
に
は
、

棒ぼ
う
ぞ
う
き
ん

雑
巾
で
貴
族
邸
を
掃
除
す
る
舎
人
の

姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
棒
雑
巾
が
何

と
呼
ば
れ
て
い
た
か
は
不
明
で
す
が
、

長
柄
の
先
に
Ｔ
字
型
の
横
木
が
つ
い
て

い
て
、
そ
こ
に
50
～
60
㎝
ほ
ど
あ
り
そ

う
な
長
い
布
を
挟
ん
だ
も
の
で
す
。
池

に
せ
り
出
し
た
板
縁
の
上
で
使
っ
て
い

ま
す
。
お
そ
ら
く
桶
（
当
時
は
曲
物
）
の
水

に
浸
し
て
拭
き
掃
除
に
使
用
し
て
い
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
古
代
の
雑
巾
は
、
意
外

に
も
手
で
直
接
持
っ
て
拭
く
も
の
で
は

な
く
、
現
代
の
モ
ッ
プ
の
よ
う
な
形
状

で
し
た
。
そ
れ
は
当
時
の
建
築
様
式
と

関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
掃

除
な
ど
し
た
の
は
宮
殿
か
貴
族
住
宅
だ

け
で
し
た
が
、
い
ず
れ
も
土
間
か
板
の

間
で
し
た
。
平
安
時
代
の
貴
族
邸
の
建

物
は
「
寝
殿
造
」
と
い
っ
て
壁
が
ほ
と

ん
ど
な
く
、
床
板
を
張
っ
た
広
間
に
柱

だ
け
が
並
ぶ
開
放
的
な
構
造
で
、
屏
風

や
簾
な
ど
で
必
要
に
応
じ
て
空
間
を
仕

切
っ
て
利
用
し
て
い
た
の
で
す
。
こ
の

が
ら
ん
と
し
た
広
い
板
敷
き
の
広
間
を

掃
除
す
る
に
は
、
棒
雑
巾
で
走
り
回
る

の
が
合
理
的
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

ち
な
み
に
『
扇
面
法
華
経
』
の
同
じ

絵
の
な
か
で
、
も
う
一
人
は
鳥
の
羽
を

束
ね
た
羽は

ね
ぼ
う
き箒を

使
っ
て
床
を
掃
い
て
い

ま
す
。
箒ほ
う
きの

語
源
は
「
羽は

は掃
き
」
で
す

か
ら
、
こ
れ
が
ま
さ
に
箒
の
原
形
で
し

ょ
う
。
時
代
を
少
し
下
っ
た
14
世
紀
の

『
春か
す
が
ご
ん
げ
ん
げ
ん
き

日
権
現
験
記
』
に
も
、
棒
雑
巾
と

雉き
じ

の
羽
だ
と
思
わ
れ
る
羽
箒
を
両
手
に

持
つ
僧
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
羽
箒
と

棒
雑
巾
が
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て

掃
除
道
具
の
２
点
セ
ッ
ト
だ
っ
た
こ
と

が
窺
え
ま
す
。

拭
き
掃
除
を
変
え
た

書
院
造
の
登
場

　

鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、
仏
教
寺
院
に

お
い
て
掃
除
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
よ

う
に
な
り
ま
す
。
も
と
も
と
は
イ
ン
ド

で
、
一
心
に
掃
除
を
す
る
こ
と
が
悟
り

日
本
人
は
いつ
か
ら

「
拭
く
」よ
う
に
な
っ
た
の
か
？

拭
く
道
具
は
時
代
と
と
も
に
移
り
変
わ
る
。
今
の
よ
う
に
手
で
拭
く
雑
巾
が
登
場

す
る
の
は
、
畳
が
敷
き
詰
め
ら
れ
た
書
院
造
が
登
場
し
た
室
町
末
期
と
い
う
。
し

か
も
当
時
は
「
浄じ
ょ
う
き
ん巾」

と
呼
ば
れ
て
お
り
、
雑
巾
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
木

綿
が
普
及
し
た
江
戸
時
代
以
降
と
さ
れ
る
。
こ
の
歴
史
を
『
道
具
が
語
る
生
活

史
』
で
解
き
明
か
し
た
の
は
、
生
活
史
研
究
家
の
小
泉
和
子
さ
ん
だ
。
「
拭
く
」

に
ま
つ
わ
る
道
具
や
生
活
習
慣
の
変
遷
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。
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に
つ
な
が
る
と
い
う
思
想
が
起
こ
り
ま

し
た
。
そ
の
思
想
が
中
国
に
渡
っ
て
、

中
国
の
寺
院
に
掃
除
が
習
慣
と
し
て
根

づ
き
、
そ
れ
が
天
台
宗
の
最
澄
や
曹
洞

宗
の
道
元
に
よ
っ
て
、
日
本
に
も
ち
込

ま
れ
た
の
で
す
。

　

福
井
県
の
曹
洞
宗
大
本
山
・
永
平
寺

で
は
、「
一
掃
除　

二
座
禅　

三
看
経
」

と
い
う
ほ
ど
、
掃
除
が
重
視
さ
れ
て
い

る
そ
う
で
す
。
雲
水
た
ち
が
酷
寒
の
早

朝
、
長
い
廊
下
を
中
腰
で
勢
い
よ
く
雑

巾
が
け
す
る
姿
は
、
今
日
で
も
よ
く
知

ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
れ
も
鎌

倉
時
代
に
は
や
は
り
棒
雑
巾
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
江
戸

時
代
ご
ろ
か
ら
手
持
ち
の
雑
巾
に
代
わ

っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

手
持
ち
の
雑
巾
が
広
く
使
わ
れ
は
じ

め
た
の
は
、
お
そ
ら
く
室
町
時
代
か
ら

江
戸
時
代
に
か
け
て
の
こ
と
で
す
。
室

町
後
期
、
武
家
屋
敷
な
ど
は
「
書
院

造
」
の
建
築
様
式
が
主
流
に
な
っ
て
き

ま
し
た
。
書
院
造
は
寝
殿
造
と
違
っ
て
、

襖
や
障
子
で
部
屋
が
仕
切
ら
れ
、
畳
敷

き
で
、
床
の
間
や
違
い
棚
な
ど
の
造
作

も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
う

な
る
と
棒
雑
巾
で
大
雑
把
に
掃
除
す
る

わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
細
か
く
拭
け

る
手
持
ち
の
雑
巾
の
方
が
、
使
い
勝
手

が
よ
い
の
で
す
。

　

こ
の
こ
ろ
の
文
献
に
、
掃
除
す
る
布

と
し
て
「
浄
巾
」
と
い
う
言
葉
が
初
め

て
出
て
き
ま
す
。
浄
巾
は
禅
林
用
語
で

手て

拭ぬ
ぐ

い
を
意
味
し
ま
す
。
顔
や
手
を
拭

く
手
拭
い
は
「
タ
ノ
ゴ
ヒ
」
と
呼
ば
れ
、

古
く
か
ら
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
拭

き
掃
除
の
機
会
が
増
え
、
本
来
の
手
拭

い
と
分
け
て
掃
除
用
の
布
を
表
す
新
し

い
名
称
が
必
要
に
な
っ
て
、
浄
巾
と
い

う
言
葉
が
広
ま
っ
て
い
っ
た
の
だ
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
代
、

日
本
は
一
種
の
技
術
革
新
期
で
、
従
来

に
な
い
新
し
い
も
の
に
禅
林
用
語
か
ら

名
前
を
つ
け
る
の
が
流
行
で
し
た
。

炬こ
た
つ燵

、
暖の

れ
ん簾

な
ど
の
言
葉
も
こ
の
時
期

に
禅
林
用
語
か
ら
誕
生
し
て
い
ま
す
。

木
綿
の
普
及
で

「
浄
巾
」が「
雑
巾
」へ

　

江
戸
時
代
に
な
っ
て
、
一
般
の
住
宅

に
も
書
院
造
が
普
及
す
る
と
、
掃
除
に

対
す
る
人
々
の
関
心
が
高
ま
り
、
掃
除

の
仕
方
も
丁
寧
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

柱
や
廊
下
ま
で
ピ
カ
ピ
カ
に
磨
き
あ
げ

る
の
が
よ
し
と
さ
れ
、
掃
除
が
行
き
届

か
な
い
家
は
だ
ら
し
な
い
と
非
難
さ
れ

ま
し
た
。
中
世
以
来
の
禅
宗
の
掃
除
文

化
の
影
響
も
あ
り
、
掃
除
が
道
徳
的
な

生
活
規
範
と
し
て
の
意
味
合
い
を
強
く

も
つ
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

　

そ
う
し
た
な
か
、
拭
き
掃
除
も
日
常

的
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
雑
巾
が
け
が

一
般
化
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
素
材
の

変
化
も
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
ま
し

た
。
そ
れ
ま
で
は
棒
雑
巾
も
含
め
、
布
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と
い
え
ば
ほ
と
ん
ど
が
麻
や
楮こ

う
ぞな

ど
、

布
に
す
る
の
に
大
変
手
間
が
か
か
る
も

の
で
し
た
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
に
安

価
な
木
綿
が
出
回
る
よ
う
に
な
り
、
着

物
や
ふ
と
ん
な
ど
で
使
い
古
し
た
木
綿

を
ほ
ど
い
て
縫
い
合
わ
せ
、
掃
除
に
利

用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
雑
多

な
ぼ
ろ
布
を
無
駄
に
せ
ず
使
う
こ
と
か

ら
、
そ
の
呼
び
名
も
「
浄
巾
」
か
ら

「
雑
巾
」
へ
と
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

江
戸
市
内
の
排
泄
物
な
ど
は
、
幕
府

公
認
の
処
理
業
者
が
収
集
、
運
搬
す
る

し
く
み
が
で
き
あ
が
っ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
公
共
の
橋
や
道
路
、
下
水
路
な

ど
を
こ
ま
め
に
掃
除
す
る
よ
う
町
人
に

義
務
づ
け
る
町
触
（
法
令
）
も
出
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
公
的
枠
組
み
と

人
々
の
掃
除
に
対
す
る
意
識
の
高
さ
か

ら
、
江
戸
は
世
界
で
も
類
を
見
な
い
衛

生
的
な
都
市
と
し
て
発
展
し
た
の
で
す
。

国
に
よ
っ
て
異
な
る

学
校
教
育
と
掃
除

　

江
戸
時
代
に
浸
透
し
た
掃
除
の
習
慣

や
そ
の
教
訓
的
な
意
義
は
、
そ
の
ま
ま

近
代
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
き
ま
す
。

近
代
の
掃
除
の
あ
り
方
を
象
徴
す
る
の

が
、
学
校
に
お
け
る
掃
除
教
育
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

明
治
時
代
に
な
る
と
、
細
菌
や
伝
染

病
な
ど
へ
の
知
識
が
深
ま
り
、
衛
生
に

気
を
つ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
特
に

大
勢
の
児
童
が
集
ま
る
小
学
校
で
は
、

日
当
た
り
や
換
気
へ
の
気
配
り
と
と
も

に
、
校
舎
や
教
室
を
清
潔
に
保
つ
よ
う

に
と
、
早
く
か
ら
国
に
よ
っ
て
指
導
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
１
８
９
７
年
（
明
治

30
）
の
文
部
省
訓
令
「
学
校
清
潔
法
」

で
は
、
日
常
の
掃
除
、
定
期
的
な
掃
除
、

そ
し
て
浸
水
後
の
掃
除
、
そ
れ
ぞ
れ
の

方
法
を
細
か
く
規
定
し
て
い
ま
す
。

　

た
だ
、
こ
の
法
令
は
学
校
当
局
に
あ

て
た
も
の
で
、
児
童
あ
て
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
際
に
は
多

く
の
学
校
で
、
子
ど
も
た
ち
が
教
室
の

掃
除
を
行
な
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
修
身
科
で
も
、
掃
除
の
大
切
さ

を
教
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
掃
除
が
、

学
校
教
育
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

な
お
、
世
界
１
０
５
カ
国
を
対
象
に

し
た
学
校
掃
除
の
調
査
に
よ
る
と
、
清

掃
員
が
行
な
っ
て
い
る
の
が
61
カ
国
、

清
掃
員
と
児
童
が
行
な
う
の
が
８
カ
国
、

日
本
の
よ
う
に
児
童
が
中
心
と
な
っ
て

行
な
う
の
が
36
カ
国
と
の
こ
と
。
国
に

よ
っ
て
掃
除
の
捉
え
方
に
も
違
い
が
あ

り
そ
う
で
す
。

拭
き
掃
除
を
通
じ
て

水
の
二
面
性
を
学
ぶ

　

乾
拭
き
と
水
拭
き
は
目
的
が
異
な
り
、

ど
ち
ら
に
も
意
味
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

で
も
日
本
の
拭
き
掃
除
の
基
本
と
い
え

ば
、
や
は
り
水
拭
き
で
し
ょ
う
。
そ
こ

に
は
、
日
本
な
ら
で
は
の
大
き
な
二
つ

の
理
由
が
あ
り
ま
す
。

　

一
つ
は
多
湿
な
風
土
で
す
。
乾
燥
し

て
い
る
国
と
違
い
、
湿
度
が
高
い
と
カ

ビ
な
ど
が
発
生
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

そ
の
た
め
衛
生
意
識
が
高
く
な
り
、
掃

除
も
徹
底
し
て
清
潔
に
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
湿
気
の
せ
い
で
、

部
屋
に
舞
い
込
ん
だ
ほ
こ
り
な
ど
は
床

や
壁
に
付
着
し
や
す
く
、
ベ
タ
ベ
タ
と

不
快
で
も
あ
る
た
め
、
乾
拭
き
で
さ
っ

と
払
う
だ
け
で
な
く
、
水
拭
き
で
し
っ

か
り
と
汚
れ
を
拭
い
去
る
こ
と
が
好
ま

れ
る
の
で
す
。

　

も
う
一
つ
の
理
由
は
、
水
に
恵
ま
れ

た
環
境
で
す
。
日
本
は
雨
が
よ
く
降
り

ま
す
ね
。
特
に
上
水
道
が
普
及
し
て
か

ら
は
、
水
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
う
こ
と
が

『日本風俗図絵』第4輯（黒川真道 編／日本風俗図絵刊行会）
１９１５年（大正4）（国立国会図書館蔵）
『日本風俗図絵』は、近世浮世絵の絵師が描いた代表的な作
品を国学者である黒川真道が編集したもの。したがって江戸時
代にはこのような雑巾がけがあったことがわかる。「かげうつる、か
がみのごとく、板の間に、ちりすへぬこそ、よき掃除なれ」という文
章が添えられている

ダスキンミュージアムに展示されている「刺子雑巾」。木
綿の古布（ふるぎれ）を数枚重ねて刺子にするのが雑
巾の原型。これも小泉和子さんが監修した　
撮影協力：ダスキンミュージアム
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で
き
ま
す
の
で
、
汚
れ
た
ら
水
で
洗
い

流
す
と
い
う
の
が
あ
た
り
ま
え
の
感
覚

と
し
て
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
も
う
一
つ
、

日
本
人
は
昔
か
ら
自
然
を
崇
拝
し
、
な

か
で
も
水
を
神
聖
視
し
て
き
ま
し
た
。

水
拭
き
と
い
う
行
為
に
は
、
水
で
穢
れ

を
落
と
し
浄
め
る
と
い
う
意
識
が
働
い

て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

作
家
の
幸
田
文
は
、『
父
・
こ
ん
な
こ

と
』（
新
潮
社 

１
９
５
５
）
と
い
う
本
で
、
女

学
校
時
代
に
父
の
幸
田
露
伴
か
ら
掃
除

の
心
得
を
教
わ
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
綴

っ
て
い
ま
す
。
箒
で
掃
く
、
は
た
き
を

か
け
る
、
そ
の
一
つ
ひ
と
つ
の
所
作
を

露
伴
か
ら
教
わ
る
の
で
す
が
、
特
に
厳

し
か
っ
た
の
が
水
の
掃
除
の
稽
古
で
し

た
。

　
「
水
は
恐
ろ
し
い
も
の
だ
か
ら
、
根

性
の
ぬ
る
い
や
つ
に
水
は
使
え
な
い
」

と
ま
ず
お
ど
さ
れ
、
バ
ケ
ツ
に
汲
む
水

の
量
か
ら
雑
巾
の
す
す
ぎ
方
、
絞
り
方
、

拭
き
方
ま
で
す
べ
て
ダ
メ
出
し
さ
れ
ま

す
。
文
は
そ
れ
に
反
発
を
覚
え
ま
す
が
、

自
分
が
雑
巾
を
絞
っ
た
後
、
バ
ケ
ツ
の

周
り
に
大
量
の
水
滴
が
飛
び
散
っ
て
い

る
の
を
見
て
、
水
扱
い
の
難
し
さ
に
気

づ
き
ま
す
。
大
事
な
本
や
書
類
が
濡
れ

た
ら
大
変
な
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
。

こ
の
よ
う
に
露
伴
は
、
身
近
な
拭
き
掃

除
を
通
じ
て
、
水
が
も
つ
恵
み
と
恐
ろ

し
さ
と
い
う
二
面
性
を
娘
に
教
え
た
の

で
す
。明

日
を
生
き
る
力
は

日
々
の
生
活
か
ら

　

最
初
に
お
話
し
し
た
母
の
影
響
も
あ

る
の
で
し
ょ
う
。
私
は
普
段
か
ら
よ
く

拭
き
掃
除
を
し
ま
す
。
で
す
か
ら
常
に

タ
オ
ル
で
つ
く
っ
た
雑
巾
を
た
く
さ
ん

用
意
し
て
い
ま
す
。
と
い
っ
て
も
、
タ

オ
ル
を
半
分
に
折
っ
て
端
を
縫
い
、
表

に
返
し
て
さ
ら
に
両
サ
イ
ド
を
縫
っ
た

だ
け
の
簡
単
な
も
の
で
す
。
タ
オ
ル
の

ま
ま
で
は
ひ
ら
ひ
ら
し
て
扱
い
に
く
い

の
で
、
暇
な
時
間
に
少
し
ず
つ
縫
い
溜

め
て
お
く
の
で
す
。

　

バ
ケ
ツ
に
水
を
入
れ
て
持
ち
運
び
、

１
枚
の
雑
巾
を
洗
い
な
が
ら
掃
除
す
る

人
が
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
方
法

で
は
絞
る
と
き
に
水
滴
が
飛
ん
だ
り
、

水
を
こ
ぼ
し
た
り
す
る
危
険
が
あ
り
ま

す
。
で
す
か
ら
雑
巾
が
け
を
す
る
際
は
、

た
く
さ
ん
の
雑
巾
を
固
く
絞
っ
て
バ
ケ

ツ
に
入
れ
て
お
き
、
汚
れ
た
ら
き
れ
い

な
雑
巾
に
取
り
換
え
て
、
最
後
に
ま
と

め
て
洗
う
。
そ
れ
が
私
の
や
り
方
で
す
。

昔
の
人
は
、
掃
除
は
も
ち
ろ
ん
、
生
き

て
い
く
う
え
で
必
要
な
身
の
回
り
の
こ

と
は
み
ん
な
自
分
た
ち
の
手
で
や
っ
て

い
ま
し
た
。
日
常
の
家
事
は
、
水
や
火

の
扱
い
方
、
自
然
と
の
つ
き
あ
い
方
な

ど
を
、
体
を
使
っ
て
学
ぶ
場
で
も
あ
っ

た
の
で
す
。

　

最
近
は
電
化
製
品
な
ど
が
進
化
し
、

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
機
械
が
や
っ
て
く

れ
ま
す
。
便
利
な
時
代
に
な
り
ま
し
た

が
、
本
当
に
そ
れ
で
い
い
の
で
し
ょ
う

か
。
歩
か
な
け
れ
ば
足
腰
が
弱
る
よ
う

に
、
生
活
を
機
械
任
せ
に
し
て
い
た
ら

人
と
し
て
生
き
る
力
が
弱
ま
り
、
社
会

全
体
が
劣
化
し
て
い
く
の
で
は
な
い
か

と
危
惧
し
て
い
ま
す
。

　

雑
巾
を
洗
う
水
は
冷
た
い
し
、
中
腰

で
雑
巾
が
け
す
る
の
は
大
変
で
す
。
で

も
、
拭
い
た
後
は
す
が
す
が
し
い
気
持

ち
に
な
り
ま
す
。
そ
ん
な
あ
た
り
ま
え

の
充
実
感
を
、
も
う
一
度
見
つ
め
直
す

時
が
き
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

（
２
０
１
７
年
12
月
８
日
取
材
）

日本人はいつから「拭く」ようになったのか？

生活史

授業後に教室の机を雑巾で拭いている子どもたち
（1953年撮影／熊谷元一写真童画館蔵）

①雑巾を固く絞る②空のバケツに雑巾を
　たくさん入れて持ち運ぶ

③四つ折りにして拭く④終わったら洗って干す

小
泉
和
子
さ
ん
の「
雑
巾
で
拭
く
」作
法


