
表紙：水を含ませた雑巾
で玄関の扉のガラスを
拭く手。拭くことはきわ
めて身近な行為だが、そ
の意味を考えたことは
あまりないかもしれない

（撮影：川本聖哉／撮影協力：
昭和のくらし博物館）

裏表紙上：清冽な井戸水に浸した雑巾を手で絞る。水の冷たさに身が引き
締まる瞬間だ（撮影：川本聖哉／撮影協力：昭和のくらし博物館） 下段右上：目覚
ましい普及を見せるスマートフォン。常に持ち歩くため、衛生面を考えて拭く
人が増えている（撮影：前川太一郎） 右下：台の上を拭く小学生の手。子ども
の頃の習慣は、大人になってもなくならないはずだ（撮影：藤牧徹也） 左上：人
間が身につけるアイテムのなかで、メガネは拭く頻度が高いものの一つだろ
う（撮影：藤牧徹也） 左下：車のフロントガラスを拭く。水洗いでは拭いきれな
いオイルなどの汚れは化学繊維で拭きとる（撮影：前川太一郎）58水の文化 February 2018  No.
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水の文化 58号　ひとしずく 2

　
建
築
史
家  

建
築
家
　
藤
森
照
信

拭ぬ
ぐ

う

藤森照信（ふじもり てるのぶ）

1946年長野県生まれ。1971年、東北大学工学部建築学科卒業。東京大学大学院および
生産技術研究所で村松貞次郎に師事し、近代日本建築史を研究。工学博士。主な著書に『日
本の近代建築』（岩波書店 1993）『人類と建築の歴史 』（筑摩書房 2005）ほか。「熊本
県立農業大学校学生寮」（熊本県菊池郡 2000年）で日本建築学会賞作品賞を受賞。

建
築
工
事
の
中
で
は
水
は
嫌
わ
れ
者
で
、

水
を
使
わ
ぬ
や
り
方
を「
乾
式
工
法
」と
呼

び
、
戦
後
の
主
流
と
な
っ
て
き
た
。
割
を

食
っ
た
の
は
左
官
で
、
戦
前
ま
で
は
仕
上
げ

の
主
役
だ
っ
た
の
に
、
戦
後
は
壁
紙
や
ボ
ー

ド
や
合
板
に
代
わ
ら
れ
て
久
し
い
。

左
官
が
嫌
わ
れ
た
理
由
は
簡
単
で
、水
を

使
う
か
ら
周
囲
が
ベ
タ
ベ
タ
し
、そ
の
間
、他

の
工
事
は
止
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
し
、
乾

く
ま
で
何
日
も
か
か
る
か
ら
。

近
年
は
左
官
仕
事
の
味
わ
い
深
さ
が
再

評
価
さ
れ
、土
や
漆
喰
も
少
し
ず
つ
現
場
に

戻
っ
て
き
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
工
事
の
主

流
は
乾
式
。

水
と
い
う
物
質
は
、
木
や
土
や
鉄
な
ど
に

く
ら
べ
、
身
近
な
割
に
は
よ
ほ
ど
扱
い
に
く

い
ら
し
い
。

こ
の
こ
と
は
、我
が
家
の
台
所
と
洗
面
所

を
見
て
も
明
ら
か
で
、配
偶
者
が
日
夜
掃
除

に
こ
れ
努
め
、た
い
て
い
の
も
の
は
ピ
カ
ピ
カ

に
磨
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
中
で
、
手て

拭ぬ
ぐ

い
だ

け
が
だ
ら
し
な
く
ダ
ラ
リ
と
垂
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
手
を
拭
く
た
め
だ
が
、
な
ぜ
か

昔
も
今
も
手
を
拭
く
に
は
手
拭
い
が
欠
か

せ
な
い
。も
っ
と
シ
ャン
と
し
て
美
し
い
手
拭

き
用
具
が
現
れ
て
も
よ
さ
そ
う
だ
が
、手
拭

い
の
優
位
は
変
わ
ら
な
い
。
昔
も
今
も
材
料

は
木
綿
。

　

手
に
着
い
た
水
分
を
取
り
去
る
に
は
、木

綿
で
拭
く
し
か
な
く
、
よ
っ
て
台
所
と
洗
面

所
に
は
ダ
ラ
リ
。
時
に
は
汚
れ
て
ダ
ラ
リ
。

最
新
の
技
術
を
投
入
す
れ
ば
な
ん
と
か

な
る
の
で
は
、
と
考
え
て
も
、
車
を
見
る
と

諦
め
る
し
か
な
い
。
車
は
、
鉄
に
代
わ
っ
て

プ
ラ
ス
ティ
ッ
ク
が
、
ガ
ソ
リ
ン
に
代
わ
っ
て

電
気
モ
ー
タ
ー
が
、
人
の
手
に
代
わ
っ
て
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
が
運
転
す
る
日
も
近
い
ら
し
い

が
、フ
ロ
ン
ト
ガ
ラ
ス
の
ワ
イ
パ
ー
は
ど
う
だ

ろ
う
。

人
が
手
で
窓
ガ
ラ
ス
を
拭
く
よ
う
に
、金

属
製
の
ア
ー
ム（
腕
）が
せ
っ
せ
と
水
滴
を
取

り
除
き
、産
業
革
命
感
が
そ
こ
だ
け
に
あ
ふ

れ
て
い
る
。い
つ
ワ
イ
パ
ー
が
取
り
付
け
ら
れ

た
か
知
ら
な
い
が
、
以
来
、
技
術
革
新
が
な

か
っ
た
唯
一
の
箇
所
で
は
あ
る
ま
い
か
。

「
あ
る
ま
い
か
」
で
は
な
く
「
あ
る
」
が
正

し
い
と
確
信
し
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ス

ペ
ー
ス
シ
ャ
ト
ル
の
着
陸
を
テ
レ
ビ
で
見
た

時
だ
っ
た
。
な
ん
と
、ス
ペ
ー
ス
シ
ャ
ト
ル
の

操
縦
席
の
フ
ロ
ン
ト
ガ
ラ
ス
に
は
小
さ
な
ワ

イ
パ
ー
が
顔
を
出
し
て
い
た
。
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ａ
技

術
陣
を
し
て
も
代
わ
り
が
無
か
っ
た
の
だ

ろ
う
。
ス
ペ
ー
ス
シ
ャ
ト
ル
も
わ
が
家
の
台

所
も
同
じ
。

現
代
の
産
業
で
少
し
の
汚
れ
も
許
さ
れ

な
い
場
所
を
キ
レ
イ
に
す
る
に
は
、
最
後
は

布
で
拭
き
と
る
し
、
も
し
凸
凹
が
あ
れ
ば
、

人
の
手
に
よ
る
し
か
な
い
。

最
も
身
近
で
最
も
扱
い
に
く
い
水
を
、

ち
ゃ
ん
と
扱
う
こ
と
の
で
き
る
の
が
布
と

人
の
手
と
い
う
の
は
う
れ
し
い
。
水
は
古

来
、
水
の
ま
ま
だ
が
、
そ
の
扱
う
用
具
も
、

古
来
、
ダ
ラ
リ
。
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日
々
の
生
活
に
お
い
て
私
た
ち
は
、さ
し
て
意
識
せ
ず
に
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
拭

い
て
い
る
。
食
事
の
前
後
に
は
食
卓
を
、お
風
呂
を
出
た
ら
体
を
拭
く
。
花
粉
症

な
ら
ば
鼻
水
を
紙
で
拭ぬ
ぐ

う
し
、
最
近
は
携
帯
電
話
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
も
拭
く

対
象
に
加
わ
っ
た
。
水
や
水
分
、
ま
た
は
汚
れ
を
取
り
去
っ
て
き
れ
い
に
す
る
。

そ
れ
が
「
拭
く
」
と
い
う
行
為
だ
ろ
う
。

「
雑ぞ
う
き
ん巾

」が
か
つ
て「
浄じ

ょ
う
き
ん巾

」と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
に
、拭
く
道
具
は
時
代
に
よ

っ
て
変
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、
道
具
は
変
わ
っ
て
も
、
水
を
拭
き
と
り
、
汚
れ

を
拭
い
去
る
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
は
変
わ
ら
な
い
。
個
人
的
な
所
作
で
あ
り

な
が
ら
も
、
多
く
の
人
々
が
共
有
す
る
「
拭
く
」
は
、
生
活
文
化
の
一
つ
で
あ
る
。

そ
ん
な
身
近
な「
拭
く
」と
い
う
行
為
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
が
あ
っ
た
だ
ろ
う

か
？ 

そ
の
本
質
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
。
そ
し
て「
拭
く
」こ
と
と
水
は
ど
の

よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、生
活
様
式
や
道
具
の
変
遷
、さ
ら
に
行
為
に
宿
る
精

神
性
な
ど
か
ら
「
拭
く
」
を
読
み
解
い
て
い
く
。

特
集 

日
々
、拭
く
。

撮影協力：昭和のくらし博物館
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水の文化 58号　特集「日々、拭く。」 6

「
拭
く
」の
原
体
験
は

本
堂
の
縁
側
掃
除

　

私
の
実
家
は
岩
手
県
花
巻
市
の
浄
土

真
宗
西
本
願
寺
派
の
小
さ
な
寺
で
す
。

小
学
校
６
年
生
の
と
き
に
東
京
か
ら
疎

開
し
、
父
親
は
私
を
住
職
の
後
継
者
に

し
よ
う
と
、
日
常
の
修
行
を
さ
せ
ま
し

た
。
な
か
で
も
い
ち
ば
ん
つ
ら
か
っ
た

の
は
、
本
堂
の
縁
側
の
拭
き
掃
除
で
す
。

縁
側
を
拭
い
て
か
ら
、
長
い
阿
弥
陀
経

を
父
親
と
唱
え
る
。
毎
朝
必
ず
、
こ
の

二
つ
の
行
為
を
し
な
け
れ
ば
朝
食
に
あ

り
つ
け
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
こ
で
「
拭
く
」
と
い
う
行
為
を
徹

底
的
に
叩
き
込
ま
れ
た
の
で
す
。
昔
の

古
い
寺
の
縁
側
は
、
長
い
一
枚
板
で
は

な
く
、
短
い
板
を
貼
り
合
わ
せ
て
敷
き

詰
め
た
も
の
で
し
た
。
だ
か
ら
、
両
手

を
雑
巾
に
当
て
て
腰
を
上
げ
、
廊
下
の

ガンジス川のベナレスで洗濯する人々。ベナレスはヒンドゥー教の一大聖地で、ヴァーラーナシー、バラナシとも呼ばれる（提供：アフロ）

生
活
す
る
う
え
で
、
大
多
数
の
人
が
無

意
識
の
う
ち
に
な
に
か
し
ら
拭
い
て
い

る
。
な
ら
ば
、
「
拭
く
」
行
為
に
は
、

水
気
を
と
る
、
汚
れ
を
拭ぬ
ぐ

い
去
る
と
い

う
こ
と
以
外
に
何
か
意
味
が
あ
る
の
で

は
な
い
か

―
。
こ
れ
が
今
回
の
特
集

の
出
発
点
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は

「
拭
く
」
と
い
う
行
為
に
宿
る
精
神
性

や
、
そ
の
裏
側
に
潜
ん
で
い
る
で
あ
ろ

う
宗
教
性
に
つ
い
て
、
山
折
哲
雄
さ
ん

に
お
聞
き
し
た
。

「
拭
く
」行
為
に
宿
る

精
神
性
と
宗
教
性

概説



「拭く」行為に宿る精神性と宗教性7

端
か
ら
端
ま
で
一
気
に
拭
く
の
で
は
な

く
、
短
い
板
一
枚
ご
と
に
右
へ
左
へ
と

拭
き
掃
除
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

雪
の
降
る
寒
い
冬
な
ど
特
に
き
つ
か
っ

た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。　
　

　

ま
だ
子
ど
も
で
す
か
ら
、
つ
ら
い
労

働
か
ら
早
く
解
放
さ
れ
た
い
と
の
一
心

で
や
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
振

り
返
っ
て
み
れ
ば
修
行
の
場
で
し
た
。

こ
れ
が
私
に
と
っ
て
「
拭
く
」
と
い
う

行
為
の
原
点
で
す
。

目
に
見
え
な
い

穢
れ
を
叩
き
出
す

　

異
文
化
に
お
け
る
「
拭
く
」
行
為
の

さ
ま
ざ
ま
な
側
面
を
見
せ
つ
け
ら
れ
た

の
は
、
イ
ン
ド
を
旅
し
た
と
き
で
し
た
。

　

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
に
と
っ
て
ガ
ン
ジ

ス
川
の
水
は
、
肉
体
と
霊
魂
を
分
離
す

る
ほ
ど
の
高
い
浄
化
力
を
も
っ
た
、
聖

な
る
水
で
す
。
し
た
が
っ
て
火
葬
し
た

骨
灰
や
糞
便
も
流
せ
ば
、
そ
の
同
じ
川

で
洗
顔
や
洗
濯
も
し
ま
す
。

　

洗
い
場
の
一
画
で
不
思
議
な
光
景
を

見
ま
し
た
。
女
性
た
ち
は
洗
濯
物
を
ガ

ン
ジ
ス
川
の
水
に
つ
け
て
汚
れ
を
洗
い

流
し
た
後
、
拭
い
て
（
水
気
を
と
っ
て
）
か

ら
岩
に
叩
き
つ
け
て
い
る
の
で
す
。
洗

濯
物
を
拭
い
て
は
叩
く
、
叩
い
て
は
拭

く
の
作
業
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
叩
け

ば
生
地
が
傷
む
だ
ろ
う
に
、
な
ぜ
そ
ん

な
こ
と
を
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
謎
だ

っ
た
の
で
す
が
、
あ
ま
り
こ
れ
に
つ
い

て
考
察
し
た
文
献
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ

り
ま
せ
ん
。

　

私
な
り
に
考
え
た
仮
説
は
こ
う
で
す
。

外
面
的
な
穢け
が

れ
と
同
時
に
、
着
物
に
染

み
つ
い
た
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
内
在
し

て
い
る
目
に
見
え
な
い
穢
れ
を
叩
き
出

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
拭

き
浄き
よ

め
る
行
為
と
叩
き
出
す
行
為
が
連

続
し
て
い
る
。
拭
く
こ
と
を
叩
く
こ
と

で
補
強
し
て
い
る
、
と
見
る
こ
と
も
で

き
る
し
、
叩
い
て
悪
し
き
も
の
を
滲
み

出
さ
せ
、
そ
れ
を
拭
き
と
る
と
も
読
め

ま
す
。
文
化
人
類
学
者
が
こ
れ
を
ど
う

分
析
す
る
か
、
興
味
あ
る
問
題
で
す
。

心
の
垢
を
拭
い
去
る

聖
地
と
し
て
の
温
泉

　

イ
ン
ド
の
ベ
ナ
レ
ス
で
温
泉
に
入
っ

た
と
き
の
こ
と
。
地
下
を
掘
り
下
げ
て

つ
く
っ
た
４
ｍ
四
方
の
湯
壷
ま
で
石
段

を
10
段
ほ
ど
降
り
て
い
き
、
首
く
ら
い

ま
で
あ
る
湯
に
立
っ
て
浸
か
る
温
泉
で

す
。
し
っ
と
り
毛
穴
に
入
り
込
ん
で
く

る
よ
う
な
、
体
に
な
じ
ん
で
い
く
湯
は
、

日
本
の
温
泉
で
は
味
わ
っ
た
こ
と
の
な

い
心
地
よ
さ
で
し
た
。
足
の
裏
に
当
た

る
砂
地
の
感
触
が
、
こ
れ
ま
た
す
ば
ら

し
か
っ
た
。

　

し
ば
ら
く
浸
か
る
と
み
ん
な
静
か
に

体
を
拭
い
て
石
段
を
上
が
り
、
出
て
い

き
ま
す
。
日
本
の
温
泉
の
よ
う
に
体
を

洗
わ
な
い
の
で
す
。
せ
っ
け
ん
は
な
く
、

持
ち
込
み
も
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
よ

く
見
る
と
、
出
て
い
く
と
き
湯
壷
の
四

隅
に
両
手
を
合
わ
せ
て
拝
ん
で
い
ま
し

た
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

教
の
小
さ
な
彫
刻
の
神
像
で
し
た
。

　

そ
の
と
き
初
め
て
気
づ
い
た
の
で
す
。

イ
ン
ド
人
に
と
っ
て
温
泉
と
は
、
体
の

垢
を
洗
い
落
と
す
場
所
で
は
な
く
、
心

の
垢あ
か

を
洗
い
流
し
、
拭
い
去
る
聖
な
る

場
所
な
の
だ
と
。

　

や
は
り
イ
ン
ド
人
は
内
面
に
染
み
つ

い
た
穢
れ
と
外
面
の
物
理
的
な
汚
れ
を

区
別
し
て
い
る
の
だ
と
わ
か
り
ま
し
た
。

　

実
は
日
本
の
温
泉
に
も
昔
は
同
様
の

役
割
が
あ
っ
た
の
で
す
。
修
験
道
の
霊

場
の
そ
ば
に
は
温
泉
が
あ
り
、
巡
礼
者

は
心
身
を
浄
め
て
か
ら
お
参
り
し
ま
し Tetsuo Yamaori

1931年（昭和6）サンフランシスコ生まれ。1954年、
東北大学インド哲学科卒業。国際日本文化研究セン
ター名誉教授（元所長）、国立歴史民俗博物館名誉
教授、総合研究大学院大学名誉教授。著書に『「ひと
り」の哲学』『髑髏となってもかまわない』『義理と人情 
長谷川伸と日本人のこころ』『これを語りて日本人を戦
慄せしめよ 柳田国男が言いたかったこと』など。

インタビュー

山折哲雄さん

宗教学者／評論家
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た
。
日
本
の
温
泉
は
、
内
面
的
な
穢
れ

と
外
面
的
な
垢
を
同
時
に
拭
い
去
る
二

つ
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

近
代
化
に
伴
っ
て
も
っ
ぱ
ら
慰
安
の
宿

と
な
り
、
も
う
一
方
の
意
味
を
日
本
人

は
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

死
の
穢
れ
を
浄
化
す
る

刀
の「
研
ぎ
拭
い
」

　
「
拭
く
」
と
い
う
行
為
に
「
穢
れ
を

拭
い
去
る
」
意
味
が
あ
る
な
ら
、
最
大

の
穢
れ
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、「
死
」
の

穢
れ
で
す
。

　

平
安
時
代
、
貴
族
政
権
が
中
国
の
律

令
制
度
を
移
入
し
刑
法
の
シ
ス
テ
ム
を

つ
く
っ
た
な
か
で
最
大
の
刑
罰
が
死
刑

で
し
た
。
こ
れ
は
国
が
死
の
穢
れ
を
地

上
に
広
げ
る
重
大
な
行
為
で
す
。

　

お
そ
ら
く
そ
の
こ
と
を
、
中
国
の
官

僚
た
ち
よ
り
は
る
か
に
日
本
の
官
僚
た

ち
の
方
が
意
識
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

死
刑
を
規
定
し
た
も
の
の
、
平
安
時
代

３
５
０
年
間
を
通
じ
て
公
的
に
は
一
度

も
執
行
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
私
的
に
は
執
行
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
そ
れ
を
担
当
し
た
の
は
武
士
で

し
た
。
貴
族
は
極
度
に
死
の
穢
れ
を
嫌

っ
た
の
で
す
。
平
安
時
代
ま
で
は
こ
う

し
た
二
重
構
造
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

や
が
て
武
士
政
権
が
誕
生
す
る
と
、

武
士
た
ち
は
人
を
殺
す
こ
と
で
得
た
穢

れ
を
浄
め
る
と
い
う
重
大
な
問
題
に
直

面
し
た
わ
け
で
す
。
人
を
殺あ
や

め
た
刀
の

穢
れ
を
ど
う
拭
い
去
る
か
。
こ
こ
で

「
研
ぐ
」
な
い
し
「
拭
く
」
と
い
う
行

為
が
重
視
さ
れ
ま
す
。

　

ど
ん
な
名
刀
で
も
人
を
斬
れ
ば
刃
こ

ぼ
れ
し
ま
す
。
だ
か
ら
研
磨
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
研
磨
技
術
の
歴
史
は

日
本
が
世
界
で
も
っ
と
も
古
く
、
旧
石

器
時
代
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
世
界
的

な
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
『
銃
・
病

原
菌
・
鉄
』
の
日
本
語
版
序
文
で
著
者

の
ジ
ャ
レ
ド
・
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
研
磨
加
工
を
施
し
、
刃
先
の
長
い
石

器
を
最
初
に
作
っ
た
の
は
日
本
人
だ
っ

た
。
こ
れ
は
、
世
界
各
地
の
人
類
が
ま

だ
石
器
を
用
い
、
鉄
器
に
つ
い
て
何
も

知
ら
な
か
っ
た
時
代
の
こ
と
で
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
石
器
が
研
磨
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
一
万
五
〇
〇
〇
年
以
上
も
前
の
こ

と
で
あ
る
。」（
倉
骨
彰
訳
／
草
思
社 

2
0
0
0
）。

研
ぎ
拭
い
の
伝
承
で

日
本
刀
は
武
士
の
魂
に

　

中
世
を
通
じ
て
刀
の
研
磨
技
術
は
ど

ん
ど
ん
進
歩
し
、
信
長
・
秀
吉
か
ら
家

康
に
至
る
時
期
に
頂
点
を
極
め
た
の
が
、

日
本
刀
研
磨
の
第
一
人
者
、
本
阿
弥
光

悦
で
し
た
。
彼
は
家
康
に
芸
術
村
の
土

地
の
寄
進
を
受
け
、
陶
芸
や
書
や
工
芸

に
も
才
能
を
発
揮
し
た
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス

的
芸
術
家
の
祖
で
す
が
、
そ
の
中
心
を

成
し
て
い
る
技
芸
は
「
研
磨
」
だ
っ
た

わ
け
で
す
。

　

研
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
刀
の
内
部
に
染

み
込
ん
だ
穢
れ
を
浮
き
彫
り
に
し
て
、

そ
れ
を
最
終
的
に
拭
い
去
り
、
浄
化
す

る
。
こ
う
し
た
伝
承
が
連
綿
と
引
き
継

が
れ
、
や
が
て
「
日
本
刀
は
武
士
の

魂
」
と
い
う
思
想
が
誕
生
し
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
歴
史
を
も
つ
の
は
世
界

で
日
本
だ
け
で
す
。
刀
剣
が
工
芸
品
と

し
て
美
術
館
や
博
物
館
で
展
示
さ
れ
る

の
は
日
本
刀
く
ら
い
し
か
な
い
で
し
ょ

う
。
武
器
と
し
て
刀
剣
を
展
示
し
て
い

る
の
は
世
界
に
も
多
く
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
と
は
ま
る
で
扱
い
が
違
う
。「
武
士

の
魂
」
の
象
徴
で
す
か
ら
、
一
種
の
神

と
も
い
え
ま
す
。
日
本
刀
を
展
示
し
て

い
る
世
界
中
の
美
術
館
で
は
、
研
磨
の

た
め
に
日
本
へ
送
り
返
す
。
そ
れ
で
研

磨
が
商
売
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
「
研
ぎ
拭
い
」
の
技
術
は
、
漆
工
芸

な
ど
日
本
の
職
人
芸
の
な
か
に
も
さ
ま

ざ
ま
な
形
で
入
り
込
み
ま
し
た
。
法
隆

寺
の
宮
大
工
も
鉋か
ん
なの

研
ぎ
拭
い
に
命
を

か
け
弟
子
に
も
伝
え
て
い
る
し
、「
包
丁

一
本
さ
ら
し
に
巻
い
て
…
…
」
の
歌
で

知
ら
れ
る
料
理
人
の
世
界
で
も
同
じ
こ

と
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
根
本
を
探
っ
て

い
く
と
「
死
の
穢
れ
を
拭
い
去
る
」
問

題
に
行
き
着
く
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

　

黒
澤
明
監
督
の
映
画
『
用
心
棒
』
の

最
後
の
対
決
場
面
で
、
仲
代
達
矢
の
ピ

ス
ト
ル
に
三
船
敏
郎
の
出
刃
包
丁
が
勝

ち
ま
す
が
、
私
は
「
あ
れ
は
日
本
人
の

日
本
刀
信
仰
の
発
露
だ
」
と
冗
談
ま
じ

り
で
よ
く
言
う
の
で
す
。

〈
座
る
文
化
〉と

「
拭
く
」行
為

　

も
う
少
し
私
た
ち
の
日
常
生
活
に
照

ら
し
て
「
拭
く
」
行
為
を
考
え
て
み
る

と
、
家
の
な
か
で
も
っ
と
も
穢
れ
る

約1800年前に発見されたという日本最古の温泉「湯の峰温泉（ゆのみねおんせん）」。かつて人々は熊野詣の途
中にここで湯垢離（ゆごり）を行なって身を浄め、旅の疲れも癒したとされる（提供：アフロ）
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（
汚
れ
る
）
場
所
は
ど
こ
か
と
い
え
ば
、

天
井
や
壁
で
は
な
く
床
で
し
ょ
う
。
す

る
と
こ
れ
は
「
床
に
座
る
文
化
」
に
深

く
関
係
し
て
い
ま
す
。
拭
く
と
い
う
の

は
、
基
本
的
に
床
に
体
を
沈
め
て
す
る

行
為
で
す
。

　

最
近
の
日
本
人
は
と
て
も
背
が
高
く

な
り
ま
し
た
。
背
の
低
い
私
な
ど
電
車

に
乗
る
と
、
ま
る
で
林
の
中
に
い
る
よ

う
で
す
。
背
が
高
く
て
腰
高
に
な
る
と
、

あ
ぐ
ら
や
正
座
を
し
に
く
く
な
り
ま
す
。

床
に
座
る
文
化
か
ら
椅
子
に
座
る
文
化

に
移
り
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
と
、
雑
巾

が
け
の
よ
う
な
床
を
拭
く
行
為
が
軽
ん

じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
は
、

相
関
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

ロ
ダ
ン
の
「
考
え
る
人
」。
中
宮
寺

や
広
隆
寺
に
あ
る
「
半は
ん
か
し
ゆ
い
ぞ
う

跏
思
惟
像
」。

ど
ち
ら
も
座
っ
て
考
え
て
い
ま
す
。
さ

て
「
考
え
る
行
為
が
終
わ
っ
た
ら
、
こ

の
二
人
は
次
に
ど
う
す
る
で
し
ょ

う
？
」
と
講
義
で
よ
く
学
生
に
問
い
ま

し
た
。
私
の
答
え
は
こ
う
で
す
。「
考
え

る
人
」
は
、
考
え
る
こ
と
を
や
め
た
ら

立
っ
て
歩
き
出
す
。「
半
跏
思
惟
像
」
は
、

考
え
る
こ
と
を
や
め
た
ら
腰
を
下
ろ
し

て
床
に
あ
ぐ
ら
を
か
く
。

　

西
洋
的
な
〈
立
つ
文
化
〉
と
、
ア
ジ

ア
的
な
〈
座
る
文
化
〉。
日
常
生
活
の

基
本
と
し
て
、
立
つ
こ
と
を
中
心
に
暮

ら
し
て
い
る
文
化
圏
と
、
座
る
こ
と
を

中
心
に
暮
ら
し
て
い
る
文
化
圏
と
真
っ

二
つ
に
分
か
れ
ま
す
。
あ
ぐ
ら
や
正
座

は
「
座
る
」
こ
と
に
直
結
す
る
文
化
で

あ
り
、
椅
子
に
腰
か
け
る
の
は
「
立

つ
」
こ
と
に
直
結
す
る
文
化
で
す
。
世

界
全
体
の
分
布
で
ど
ち
ら
が
優
勢
だ
っ

た
か
と
い
え
ば
、〈
座
る
文
化
〉
圏
の
方

が
、
そ
も
そ
も
多
数
派
で
し
た
。
日
本

も
〈
座
る
文
化
〉
で
し
た
が
、
近
代
化

の
優
等
生
に
な
り
〈
立
つ
文
化
〉
へ
と
、

い
ち
早
く
移
行
し
ま
し
た
。

　

そ
れ
を
成
し
遂
げ

た
の
は
煎
じ
詰
め
れ

ば
教
育
の
力
で
す
が
、

行
き
す
ぎ
た
ら
立
ち

止
ま
り
、
見
失
い
が

ち
な
価
値
を
少
し
ば

か
り
取
り
戻
す
の
も
、

や
は
り
教
育
の
力
で

し
ょ
う
。

　
〈
座
る
文
化
〉
に

由
来
す
る
雑
巾
が
け

も
、
近
代
化
と
と
も
に
失
く
し
た
習
慣

の
一
つ
。
一
時
期
、
清
掃
を
外
注
す
る

学
校
が
増
え
ま
し
た
が
、
最
近
は
生
徒

に
雑
巾
が
け
を
さ
せ
る
小
学
校
が
復
活

し
て
き
て
い
る
よ
う
で
、
よ
い
傾
向
だ

と
思
い
ま
す
。

穢
れ
を
拭
き
と
る
な
か
で

生
ま
れ
た
発
酵
文
化

　

神
道
的
な
禊み

そ
ぎは
、
ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
外
面
に
付
い
た
穢
れ
を
洗
い
流
し
、

拭
き
と
る
行
為
で
す
。
一
方
で
仏
教
的

な
考
え
方
か
ら
す
る
と
穢
れ
は
内
面
化

す
る
の
で
、
繰
り
返
し
修
行
と
し
て

「
拭
く
」
行
為
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
そ
れ
が
寺
に
お
け
る
拭
き
掃
除
、

雑
巾
が
け
で
あ
り
、
心
の
穢
れ
を
拭
き

と
る
こ
と
に
結
び
付
い
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
日
本
人
の
信
仰
心
な
い
し
精

神
構
造
の
基
底
に
は
、
神
仏
習
合
の
世

界
観
が
あ
り
ま
す
。
神
道
か
仏
教
か
の

二
者
択
一
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
互
い
に

補
完
し
合
う
の
が
日
本
文
化
で
す
。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
日
本
の
温
泉
も

か
つ
て
は
外
面
と
内
面
の
穢
れ
を
同
時

に
洗
い
流
し
、
拭
い
去
る
場
所
で
し
た

が
、
一
方
で
世
界
に
冠
た
る
日
本
人
の

風
呂
好
き
は
、
モ
ン
ス
ー
ン
地
帯
の
発

酵
文
化
の
影
響
で
し
ょ
う
。
湿
度
が
と

て
も
高
い
の
で
、
毎
日
風
呂
に
入
ら
な

い
と
い
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
酒
、
み
そ
、

し
ょ
う
ゆ
、
酢
、
納
豆
…
…
な
ど
の
発

酵
文
化
と
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

発
酵
と
は
腐
敗
し
て
い
く
も
の
を
純

化
す
る
技
術
で
す
。
例
え
ば
酒
は
、
い

う
な
れ
ば
穀
物
を
腐
ら
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
最
終
的
に
純
正
な
液
体
を
抽
出

し
た
も
の
。
こ
う
し
た
発
酵
の
プ
ロ
セ
ス

が
穢
れ
か
ら
清
浄
な
物
を
生
み
出
し
ま

す
。
し
た
が
っ
て
解
釈
の
し
よ
う
に
よ
っ

て
は
、
発
酵
自
体
が
穢
れ
を
拭
き
と
る

過
程
で
あ
る
と
も
い
え
る
わ
け
で
す
。

（
２
０
１
７
年
11
月
16
日
取
材
）

「拭く」行為に宿る精神性と宗教性

概説

日本独自の工芸技
術が生み出した日
本刀。外国にも刀
剣はあるものの、均
整のとれた美しいフ
ォームや合理的な
造刀法、優れた研
磨は見られないという

（提供：アフロ）

飛鳥時代における彫刻の最高傑作とされる中宮寺
の国宝『菩薩半跏像（ぼさつはんかぞう）』（伝如意輪
観世音菩薩）提供：中宮寺／撮影：飛鳥園
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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
。

Kazuko Koizumi
1933年東京生まれ。女子美大で洋
画を学び、卒業後は家具製作会社に
入社。1970年に東京大学工学部建
築学科の研究生となり、日本家具・室
内意匠史を研究。工学博士。1971
年生活史研究所を設立。1999年よ
り東京都大田区の生家を「昭和のくら
し博物館」として公開。『船箪笥の研
究』『昭和なくらし方』『和家具』『道具
が語る生活史』など著書多数。

インタビュー

小泉和子さん

生活史研究家
昭和のくらし博物館 館長

重要文化財 熊谷家住宅館長
家具道具室内史学会 会長

生活史
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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

『春日権現験記』第16軸（板橋貫雄［模写］）
１８７０年（明治3）（国立国会図書館蔵）
『春日権現験記』は春日大社創建の由来と
霊験を描いた鎌倉時代の代表的絵巻物。高
階隆兼が描き、１３０９年（延慶２）、春日大社
に奉納された。長柄の拭布「棒雑巾」と羽箒

（はねぼうき）を持つ寺僧が描かれている

棒雑巾の構造を説明する小泉さん

『扇面法華経』や『春日権現験
記』をもとに小泉和子さんが考
案・監修して復元された「棒雑
巾」と「羽箒」。大阪府吹田市の

「ダスキンミュージアム」に展示
されている　
撮影協力：ダスキンミュージアム
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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
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「
雑
巾
が
け
」の

速
さ
を
競
う
勇
者
た
ち

愛
媛
県
西
予
市
宇
和
町
で
は
、
全
国
的
に
も
珍
し
い

「
雑
巾
が
け
」
の
レ
ー
ス
が
毎
年
開
催
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
名
も
「
Z
-1
グ
ラ
ン
プ
リ
」
。
Z
と
は
も
ち
ろ

ん
「
雑
巾
」
の
頭
文
字
だ
。
主
催
は
西
予
市
商
工
会

青
年
部
。
い
っ
た
い
、
ど
の
よ
う
な
レ
ー
ス
な
の
か
。

台
風
22
号
が
接
近
す
る
な
か
、
宇
和
町
を
訪
ね
た
。

「日本一長い」との呼び声高い宇和米博物館の木造廊下。
109ｍあるため、スタート地点から眺めてもゴールが見通せない

地域

愛媛県 高知県

徳島県

香川県

松山
今治

宇和米
博物館

西予市



「雑巾がけ」の速さを競う勇者たち15

「
雑
巾
が
け
」と
呼
ぶ

地
元
の
人
た
ち

　
「
Ｚ
︲
１
グ
ラ
ン
プ
リ
」
の
開
催
前

日
、
西
予
市
宇
和
町
に
着
い
た
の
は
夜

７
時
過
ぎ
だ
っ
た
。
宇
和
町
は
本
誌
55

号
で
紹
介
し
た
肱ひ
じ
か
わ川

が
流
れ
る
ま
ち
で

あ
り
、
弥
生
時
代
か
ら
稲
作
文
化
が
根

づ
く
県
内
屈
指
の
米
ど
こ
ろ
で
も
あ
る
。

旅
館
に
荷
物
を
置
き
、
夕
食
を
食
べ
る

た
め
に
外
へ
出
る
と
、
台
風
特
有
の
生

暖
か
い
風
が
吹
い
て
い
た
。

　

旅
館
の
人
に
勧
め
ら
れ
た
料
理
屋
に

入
る
。
個
人
宅
を
増
築
し
た
よ
う
な
こ

ぢ
ん
ま
り
と
し
た
店
で
、
先
客
が
５
名

い
た
。
お
か
み
さ
ん
に
Ｚ
‐
１
グ
ラ
ン

プ
リ
の
取
材
で
訪
れ
た
こ
と
を
告
げ
る

と
、「
あ
あ
、『
雑
巾
が
け
』
の
取
材
か

い
？ 

私
も
２
回
出
た
こ
と
あ
る
け
ど
、

あ
れ
は
つ
ら
い
の
よ
～
」
と
こ
と
も
な

げ
に
言
う
。

　

え
っ
、
出
た
こ
と
が
あ
る
？

　

配
膳
係
と
し
て
お
か
み
さ
ん
を
サ
ポ

ー
ト
す
る
女
性
も
「
そ
う
そ
う
！ 

半

分
く
ら
い
ま
で
行
く
と
、
も
う
体
が
動

か
な
く
な
る
の
よ
ね
。
も
う
出
た
く
な

い
わ
」
と
笑
う
。

　

ど
う
や
ら
、
こ
の
ま
ち
の
人
た
ち
に

と
っ
て
Ｚ
‐
１
グ
ラ
ン
プ
リ
は
か
な
り

身
近
な
も
の
ら
し
い
。
お
か
み
さ
ん
が
、

以
前
は
「
雑
巾
が
け
レ
ー
ス
」
と
呼
ば

れ
て
い
た
こ
と
も
教
え
て
く
れ
た
。

　

旅
館
に
戻
っ
て
フ
ロ
ン
ト
係
の
男
性

に
聞
い
て
み
る
と
、「
参
加
し
た
こ
と
は

な
い
け
れ
ど
、
会
場
は
見
に
行
っ
た
こ

と
が
あ
る
よ
。
あ
ん
な
に
長
い
廊
下
を

雑
巾
が
け
し
よ
う
な
ん
て
気
は
ま
っ
た

く
起
こ
ら
な
い
け
ど
ね
」
と
苦
笑
い
す

る
。

　

Ｚ
‐
１
グ
ラ
ン
プ
リ
は
、
か
な
り
過

酷
な
レ
ー
ス
の
よ
う
で
あ
る
。

挑
戦
者
を
待
ち
構
え
る

直
線
１
０
９ｍ
の
木
造
廊
下

　

翌
朝
は
少
し
早
め
に
会
場
の
「
宇
和

米
博
物
館
」
へ
向
か
っ
た
。
台
風
に
よ

る
雨
風
が
強
ま
っ
て
い
て
中
止
に
な
る

の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
た
が
、
準
備

が
進
め
ら
れ
て
い
た
の
で
ホ
ッ
と
す
る
。

　

Ｚ
‐
１
グ
ラ
ン
プ
リ
の
実
行
委
員
長

を
務
め
る
岡
村
康
弘
さ
ん
に
よ
る
と
、

西
予
市
（
当
時
は
宇
和
町
）
商
工
会
青
年
部

が
２
０
０
４
年
か
ら
毎
年
開
催
し
て
い

る
。
宇
和
米
博
物
館
に
あ
る
１
０
９
ｍ

の
木
造
廊
下
を
雑
巾
が
け
（
乾
拭
き
）
で

駆
け
抜
け
、
そ
の
タ
イ
ム
を
競
う
も
の
。

宇
和
米
博
物
館
は
、
か
つ
て
宇
和
町
小

学
校
の
校
舎
だ
っ
た
建
物
を
高
台
に
移

築
し
、
米
づ
く
り
の
伝
統
と
歴
史
を
紹

介
す
る
博
物
館
だ
。
１
９
２
８
年
（
昭

和
３
）
に
建
て
ら
れ
た
と
い
う
の
で
、

90
年
ほ
ど
の
歴
史
を
も
つ
。

　

Ｚ
‐
１
グ
ラ
ン
プ
リ
の
き
っ
か
け
は

か
つ
て
こ
の
木
造
校
舎
で
学
ん
だ
人
が

「
こ
の
長
い
廊
下
で
雑
巾
が
け
体
験
を

や
っ
た
ら
お
も
し
ろ
い
よ
」
と
観
光
客

か
ら
言
わ
れ
た
こ
と
。
そ
の
人
は
商
工

会
青
年
部
Ｏ
Ｂ
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、「
や

っ
て
み
よ
う
か
！
」
と
盛
り
上
が
っ
た
。

ち
ょ
う
ど
「
え
ひ
め
町
並
博
２
０
０

４
」
を
控
え
て
い
た
時
期
で
も
あ
り
、

「
自
主
企
画
イ
ベ
ン
ト
」
と
し
て
商
工

会
青
年
部
が
軸
と
な
り
、
予
選
と
決
勝

の
日
程
を
分
け
て
開
催
し
た
。

　
「
最
初
の
年
（
２
０
０
４
年
）
は
合
計
５

回
実
施
し
た
と
聞
い
て
い
ま
す
」
と
岡

｢小学四年生以上の部」に出場した子どもたち。基本
的には二人一組で雑巾がけ（乾拭き）してタイムを競う

宇和米博物館の外観。耐震工事は完了したので、これからもＺ‐１グランプリ
は続けられる

（注）えひめ町並博2004

事業名は「愛媛県南予地域観光振興イベント」。大洲、内子、宇和を中心に宇和島市や八幡浜
市など南予一円で2004年4月29日から同年10月31日までの186日間にわたって実施された。地
域の資源や地元の住民、団体の活動を基盤とした「まちづくり型観光博覧会」に位置づけられる。
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村
さ
ん
。
そ
れ
か
ら
年
４
回
、
年
３
回

と
続
き
、
今
は
年
に
１
回
開
催
し
て
い

る
。

　

木
造
廊
下
１
０
９
ｍ
の
う
ち
１
０
０

ｍ
を
タ
イ
ム
ト
ラ
イ
ア
ル
す
る
。
残
り

の
９
ｍ
は
、
ス
タ
ー
ト
地
点
と
ゴ
ー
ル

地
点
の
緩
衝
帯
で
、
特
に
ゴ
ー
ル
地
点

は
ス
ペ
ー
ス
を
広
め
に
設
け
て
い
る
。

か
つ
て
ゴ
ー
ル
し
た
後
に
勢
い
余
っ
て

壁
に
頭
を
ぶ
つ
け
た
人
が
い
る
か
ら
だ
。

木
造
廊
下
の
ス
タ
ー
ト
地
点
に
行
っ
て

み
た
が
、
ゴ
ー
ル
は
は
る
か
か
な
た
。

昨
夜
聞
い
た
「
半
分
く
ら
い
で
動
け
な

く
な
る
」
と
い
う
話
は
決
し
て
大
げ
さ

で
は
な
い
。

誰
で
も
参
加
で
き
る

６
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

　

風
雨
は
強
ま
る
一
方
だ
っ
た
が
、
開

会
式
が
近
づ
く
に
つ
れ
て
続
々
と
参
加

者
が
到
着
し
、
講
堂
は
あ
っ
と
い
う
ま

に
人
で
埋
め
尽
く
さ
れ
た
。
家
族
連
れ

や
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
の
子
ど
も
た
ち
の

ほ
か
、
若
者
の
グ
ル
ー
プ
や
年
配
の
方

も
い
る
。

　

そ
の
理
由
は
、
あ
ら
ゆ
る
年
齢
層
が

雑
巾
が
け
を
楽
し
め
る
よ
う
に
、
年
齢

と
性
別
で
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
分
け
て
い
る

か
ら
だ
。
小
学
三
年
生
以
下
の
部
、
小

学
四
年
生
以
上
の
部
、
ダ
ブ
ル
ス
（
ペ

ア
の
一
人
が
小
学
生
以
下
）、
女
子
の
部
、
マ

ス
タ
ー
ズ
男
子
（
40
歳
以
上
）
の
部
、
一

般
男
子
（
中
学
生
～
39
歳
）
の
部
と
６
つ
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
が
あ
る
。

　

西
予
市
三み

瓶か
め

町
に
住
ん
で
い
る
小
学

生
の
姉
と
弟
、
母
、
祖
父
母
の
五
人
家

族
に
話
を
聞
く
と
、
Ｚ
‐
１
グ
ラ
ン
プ

リ
は
地
元
で
か
な
り
有
名
な
イ
ベ
ン
ト

で
、
開
催
日
は
必
ず
テ
レ
ビ
ニ
ュ
ー
ス

で
取
り
上
げ
ら
れ
る
そ
う
だ
。

　

入
念
に
ス
ト
レ
ッ
チ
を
行
な
っ
て
い

た
男
性
に
声
を
か
け
る
と
、
隣
の
宇
和

島
市
か
ら
の
参
加
者
だ
っ
た
。

「
お
も
し
ろ
そ
う
だ
と
思
っ
て
初
め
て

参
加
し
ま
す
。
去
年
も
出
場
す
る
つ
も

り
で
し
た
が
、
気
づ
い
た
ら
締
め
切
り

が
過
ぎ
て
い
て
。
ど
れ
く
ら
い
の
タ
イ

ム
が
出
せ
る
か
、
楽
し
み
で
す
」
と
笑

う
。
腕
立
て
伏
せ
や
腹
筋
運
動
を
欠
か

さ
ず
、
自
宅
の
廊
下
で
雑
巾
が
け
も
練

習
し
て
き
た
そ
う
だ
。

　

開
会
式
で
は
、
前
回
の
１
・
５
倍
の

申
し
込
み
人
数
（
約
１
５
０
人
）
と
な
っ
た

こ
と
が
明
か
さ
れ
た
。
ま
た
、
遠
方
か

ら
の
参
加
も
増
え
て
い
る
。
岡
村
さ
ん

に
よ
る
と
、
台
風
の
影
響
で
不
参
加
に

な
っ
た
が
、
大
分
県
か
ら
申
し
込
み
が

あ
っ
た
そ
う
だ
。

　

今
回
、
も
っ
と
も
遠
く
か
ら
参
加
し

た
の
は
、
名
古
屋
に
住
む
倉
田
秀ひ
で
た
け健

さ

ん
、
岡
田
銀ぎ
ん

河が

さ
ん
、
堀
田
繁
さ
ん
の

三
人
組
。
倉
田
さ
ん
は
社
会
人
、
岡
田

さ
ん
と
堀
田
さ
ん
は
大
学
院
生
で
、
と

も
に
大
学
生
だ
っ
た
３
年
前
に
Ｚ
‐
１

グ
ラ
ン
プ
リ
を
知
り
、「
参
加
の
機
会
を

窺
っ
て
い
た
」
と
の
こ
と
。
目
標
タ
イ

ム
は
、
こ
れ
ま
で
の
最
速
記
録
（
17
秒

44
）
を
上
回
る
17
秒
フ
ラ
ッ
ト
。
大
学

で
ア
メ
フ
ト
部
員
だ
っ
た
三
人
な
ら
ば
、

記
録
更
新
も
期
待
で
き
そ
う
だ
。

「
こ
ん
な
に
き
つ
い
の
か
！
」

雪
辱
を
誓
う
参
加
者
た
ち

　

小
学
三
年
生
以
下
の
部
が
始
ま
っ
た
。

二
人
一
組
で
ス
タ
ー
ト
し
て
タ
イ
ム
を

計
測
す
る
。
力
を
入
れ
す
ぎ
て
つ
ん
の

め
る
子
、
途
中
で
バ
テ
て
よ
ろ
け
る
子

も
い
る
。
40
秒
台
が
多
い
が
、
一
位
の

子
は
31
秒
台
を
叩
き
出
し
た
。

　

二
人
で
１
枚
の
長
い
雑
巾
を
押
す
ダ

ブ
ル
ス
は
親
子
、
特
に
お
母
さ
ん
と
子

ど
も
の
ペ
ア
が
多
い
。
た
い
て
い
お
母

さ
ん
が
先
に
へ
ば
る
。
隣
に
い
る
子
ど

も
に
「
が
ん
ば
れ
～
」
と
言
わ
れ
な
が

ら
ゴ
ー
ル
を
目
指
す
。
ゴ
ー
ル
地
点
で

実
況
中
継
す
る
地
元
の
タ
レ
ン
ト
さ
ん

た
ち
も
「
お
母
さ
ん
、
つ
ら
そ
う
！ 

今
夜
は
外
食
決
定
で
し
ょ
う
！
」
と
声

を
張
り
上
げ
て
笑
い
を
誘
う
。
ゴ
ー
ル

し
た
人
た
ち
の
ホ
ッ
と
し
た
よ
う
な
笑

顔
が
印
象
的
だ
っ
た
。

　

ラ
ス
ト
は
一
般
男
子
の
部
。
最
速
記

録
を
狙
う
人
た
ち
が
多
い
の
で
、
緊
張

感
が
み
な
ぎ
る
。
名
古
屋
か
ら
参
加
し

た
倉
田
さ
ん
と
堀
田
さ
ん
が
同
組
で
競

い
、
岡
田
さ
ん
も
タ
イ
ム
ト
ラ
イ
ア
ル

し
た
が
記
録
更
新
は
な
ら
ず
。
三
人
と

も
悔
し
さ
を
隠
せ
な
い
。「
き
つ
か
っ

た
」 「
も
っ
と
速
い
タ
イ
ム
が
出
せ
る

と
思
っ
て
い
た
の
に
」 「
次
は
ち
ゃ
ん

と
練
習
し
て
体
を
つ
く
っ
て
き
ま
す
」

と
雪
辱
を
誓
っ
た
。

　

一
般
男
子
の
部
の
優
勝
者
は
今
治
市

在
住
の
定さ
だ
よ
し由

征
司
さ
ん
。
タ
イ
ム
は
18

秒
30
。
自
己
記
録
を
０
・
０
２
秒
更
新

し
て
の
優
勝
だ
っ
た
。
奥
さ
ん
と
娘
さ

ん
二
人
の
一
家
四
人
で
参
加
し
、
ダ
ブ

ル
ス
と
ダ
ブ
ル
エ
ン
ト
リ
ー
。
宇
和
町

ま
で
は
ク
ル
マ
で
2
時
間
ほ
ど
か
か
る
。

「
私
は
３
回
目
の
出
場
で
す
。
去
年
、

子
ど
も
た
ち
も
参
加
し
て
『
楽
し
か
っ

た
』
と
い
う
の
で
今
年
も
来
ま
し
た
」

　

定
由
さ
ん
は
44
歳
だ
が
、
筋
骨
隆
々

と
し
た
体
つ
き
だ
。
聞
け
ば
世
界
マ
ス

タ
ー
ズ
陸
上
競
技
選
手
権
大
会
に
も
出

場
し
て
い
る
と
い
う
。
日
ご
ろ
の
鍛
錬

が
い
か
に
大
切
か
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
。

　

４
時
間
に
わ
た
っ
て
熱
戦
が
繰
り
広

げ
ら
れ
た
Ｚ
‐
１
グ
ラ
ン
プ
リ
。
閉
会

式
で
驚
い
た
の
は
景
品
の
豪
華
さ
。
そ

し
て
お
楽
し
み
抽
選
会
で
は
参
加
者
ほ

ぼ
全
員
が
な
に
か
し
ら
お
土
産
を
も
ら

２０１７年のＺ‐１グランプリ実行委員
長を務めた岡村康弘さん。唯一の課
題は「青年部の人手不足」という
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っ
て
い
た
。
岡
村
さ
ん
に
よ
る
と
、
す

べ
て
の
品
は
ス
ポ
ン
サ
ー
が
提
供
し
て

く
れ
た
も
の
。

「
昔
か
ら
支
え
て
く
だ
さ
る
ス
ポ
ン
サ
ー

に
は
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
Ｚ
‐
１
グ
ラ

ン
プ
リ
は
、
市
内
で
は
広
く
知
ら
れ
て
い

ま
す
の
で
、
今
後
は
県
内
外
か
ら
よ
り

多
く
の
人
々
に
来
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に

し
た
い
で
す
」
と
岡
村
さ
ん
。
参
加
者
が

泊
ま
る
こ
と
で
、
西
予
市
に
は
賑
わ
い
と

経
済
効
果
が
生
ま
れ
る
か
ら
だ
。

　

日
本
人
に
と
っ
て
雑
巾
が
け
は
身
近

な
も
の
だ
が
、
実
は
つ
ら
い
。「
こ
ん
な

は
ず
じ
ゃ
…
…
」
と
音
を
上
げ
る
人
が

後
を
絶
た
な
か
っ
た
。
考
え
て
み
れ
ば
、

雑
巾
が
け
は
僧
侶
の
修
行
の
一
環
で
も

あ
る
。
簡
単
そ
う
に
見
え
る
「
拭
く
」

と
い
う
行
為
の
奥
深
さ
を
感
じ
る
。

　

そ
し
て
な
に
よ
り
も
、
か
つ
て
小
学

生
時
代
に
や
ら
さ
れ
て
い
た
雑
巾
が
け

を
、
タ
イ
ム
を
競
う
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て

一
般
化
し
た
こ
と
の
功
績
は
大
き
い
。

「
つ
ら
い
け
れ
ど
楽
し
い
も
の
」
と
し

て
次
の
世
代
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
は

ず
だ
。

　

宇
和
米
博
物
館
で
は
、
Ｚ
‐
１
グ
ラ

ン
プ
リ
に
限
ら
ず
、
開
館
中
は
い
つ
で

も
木
造
廊
下
で
雑
巾
が
け
が
体
験
で
き

る
と
い
う
。
ま
た
こ
こ
数
年
、
愛
知
県

や
奈
良
県
で
も
雑
巾
が
け
レ
ー
ス
が
始

ま
っ
た
よ
う
だ
。
物
は
試
し
。
興
味
の

あ
る
人
は
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
は
ど
う
か
。

（
２
０
１
７
年
10
月
28
～
29
日
取
材
）

「雑巾がけ」の速さを競う勇者たち

各部門の優勝タイム
小学三年生以下の部	 31秒14
小学四年生以上の部	 24秒00
ダブルス	 26秒66
女子の部	 23秒01
マスターズ男子の部	 22秒12
一般男子の部	 18秒30

一般男子の部で優勝を飾
った定由征司さん（右端）と
ご家族。奥さんと長女、定
由さんと次女の組み合わ
せでダブルスにも出場した

名古屋から車に乗って参戦した倉田秀健さん（左）、岡
田銀河さん（中）、堀田繁さん（右）。元アメフト部の猛者
たちも、木造廊下の雑巾がけでは大苦戦。記録は20
秒台半ばとなり、悔しそうだった

ゴール地点の様子。実況役のタレント二人がマイクを通
じて声援を送り、出走者たちを励ましていた

講堂で開かれた表彰式。一般男
子の部の優勝者、定由征司さん
には宇和米一俵が贈られた

地域
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日
本
な
ら
で
は
の

「
汗
拭
き
シ
ー
ト
」

　

飲
食
店
で
出
さ
れ
た
お
し
ぼ
り
で
、

顔
や
首
す
じ
を
豪
快
に
拭
い
て
い
る
男

性
の
姿
を
よ
く
見
か
け
る
。
行
儀
が
い

い
と
は
言
え
な
い
が
、
た
し
か
に
気
持

ち
よ
さ
そ
う
で
は
あ
る
。
高
温
多
湿
の

日
本
だ
か
ら
こ
そ
、
べ
た
つ
く
肌
を
拭

い
て
さ
っ
ぱ
り
し
た
い
と
感
じ
る
人
は

多
い
の
だ
ろ
う
。
汗
を
か
い
た
と
き
、

い
つ
で
も
手
軽
に
使
え
る
「
汗
拭
き
シ

ー
ト
」
は
、
そ
ん
な
日
本
な
ら
で
は
の

ヒ
ッ
ト
商
品
と
い
え
る
。

　

花
王
株
式
会
社
は
、
汗
拭
き
シ
ー
ト

や
メ
ー
ク
落
と
し
な
ど
、
シ
ー
ト
タ
イ

プ
の
「
拭
く
」
ス
キ
ン
ケ
ア
製
品
を
い

ち
早
く
開
発
、
製
品
化
し
て
き
た
パ
イ

オ
ニ
ア
だ
。
同
社
で
商
品
開
発
を
担
当

す
る
髙
鍋
英
信
さ
ん
は
、
次
の
よ
う
に

言
う
。

「
シ
ー
ト
製
品
の
基
本
は
、
不
織
布
の

シ
ー
ト
に
液
剤
を
含
浸
さ
せ
て
包
装
す

る
と
い
う
、
至
っ
て
シ
ン
プ
ル
な
構
造

で
す
。
た
だ
し
ス
キ
ン
ケ
ア
の
場
合
は
、

ウ
ェ
ッ
ト
シ
ー
ト
の
よ
う
に
た
だ
拭
け

れ
ば
い
い
、
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
目
的
に
応
じ
た
成
分
の
調
整
、

液
剤
を
し
っ
か
り
保
持
で
き
る
素
材
や

構
造
の
設
計
、
さ
ら
に
肌
に
触
れ
た
際

の
感
触
に
も
高
い
品
質
が
求
め
ら
れ
ま

す
」

　

１
９
９
９
年
（
平
成
11
）
に
発
売
さ
れ

た
「
ビ
オ
レ
さ
ら
さ
ら
パ
ウ
ダ
ー
シ
ー

ト
」
は
、
汗
を
拭
き
と
り
肌
を
さ
ら
さ

ら
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
、
業
界

初
の
シ
ー
ト
剤
型
デ
オ
ド
ラ
ン
ト
製
品

（
汗
拭
き
シ
ー
ト
）
だ
っ
た
。
な
ぜ
、
こ
の

よ
う
な
製
品
が
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

拭
き
と
り
な
が
ら

パ
ウ
ダ
ー
を
残
す

　

そ
も
そ
も
デ
オ
ド
ラ
ン
ト
製
品
は
、

大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
①
汗
腺

「拭くシート」から見える日本事情

花王株式会社スキンケア事
業グループで商品開発担当
部長を務める髙鍋英信さん

近年、汗を拭いてさっぱりするシ
ート、そして化粧を落とすために
顔を拭くシートの普及が目立つ。
こうしたシートはひと昔前にはな
かったもの。その開発された経
緯や背景を探ると、日本人特有
のニーズや好みが見えてくるか
もしれない。国内外にシートタイ
プの「拭く」製品を展開する花
王株式会社に話を聞いた。

生活用品

汗拭きシートで腕など
を拭く。近年新たに生
まれた生活習慣だ
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を
塞
い
で
汗
自
体
を
出
に
く
く
す
る
タ

イ
プ
、
②
出
た
汗
の
臭
い
や
不
快
感
に

対
処
す
る
タ
イ
プ
だ
。

「
欧
米
や
ア
ジ
ア
で
は
、
①
汗
が
出
る

の
を
抑
え
る
ス
テ
ィ
ッ
ク
や
ワ
ッ
ク
ス

が
圧
倒
的
に
主
流
で
す
。
し
か
し
日
本

人
は
そ
れ
ほ
ど
体
臭
が
き
つ
く
な
い
こ

と
も
あ
り
、
国
内
で
は
従
来
か
ら
②
の

『
対
処
型
』
の
方
が
一
般
的
で
し
た
。

特
に
清
涼
感
や
香
り
が
楽
し
め
る
パ
ウ

ダ
ー
ス
プ
レ
ー
が
人
気
で
、
市
場
の
８

割
以
上
を
占
め
て
い
ま
し
た
」
と
髙
鍋

さ
ん
。

　

た
だ
し
、
当
時
の
使
用
実
態
を
調
べ

て
い
く
と
、
消
費
者
側
の
目
的
と
、
実

際
の
製
品
に
ズ
レ
が
あ
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
。

「
対
処
型
の
デ
オ
ド
ラ
ン
ト
製
品
を
使

う
理
由
を
聞
く
と
、『
汗
の
べ
た
つ
き
や

臭
い
が
不
快
。
で
き
れ
ば
こ
ま
め
に
拭

き
と
っ
て
、
肌
を
さ
ら
さ
ら
に
保
ち
た

い
』
と
い
う
声
が
多
か
っ
た
の
で
す
。

し
か
し
、
パ
ウ
ダ
ー
ス
プ
レ
ー
や
ロ
ー

ル
オ
ン
（
塗
る
タ
イ
プ
）
は
、
使
っ
て
す
ぐ

は
清
涼
感
が
あ
り
ま
す
が
、
汗
を
拭
き

と
る
わ
け
で
は
な
い
で
す
し
、
さ
ら
さ

ら
感
も
そ
れ
ほ
ど
長
く
は
持
続
し
ま
せ

ん
。
そ
の
点
で
の
満
足
度
が
低
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
汗
拭
き
シ
ー
ト
の
開
発
を
始

め
た
の
で
す
」

　

い
ち
ば
ん
の
課
題
は
、「
肌
の
べ
た
つ

き
を
拭
き
と
り
な
が
ら
、
肌
を
さ
ら
さ

ら
に
す
る
パ
ウ
ダ
ー
を
付
着
さ
せ
る
」

と
い
う
、
相
反
す
る
二
つ
の
機
能
を
１

枚
の
シ
ー
ト
で
両
立
さ
せ
る
こ
と
だ
っ

た
。
さ
ま
ざ
ま
な
素
材
の
な
か
か
ら
、

パ
ウ
ダ
ー
が
繊
維
に
入
り
込
ま
ず
表
面

ポンプ 0.13％

クリーム 0.17％

スティック 1.7％

ロールオン
14.4%

パウダースプレー
83.6%

汗拭きシート開発
当時のデオドラント剤
の種類と使用率

デオドラント剤の使用目的

デオドラント剤使用者の期待度と満足度

汗を抑える、消臭、肌触感に対する期待度と満足度の乖離が大きい

グラフはすべて花王株式会社調べ。開発当時の調査のため最新のデータではない

花王株式会社の「拭く」
スキンケア製品（シートタ
イプ）。上段が「ビオレさ
らさらパウダーシート」
（1999年発売）。下段が
「ビオレメイク落とし ふく
だけコットン」（1997年
発売）。いずれもボックス
タイプと携帯用

汗を抑える

におい・べたつきを消す

肌をさらさらにする

肌のさらさらを持続させる

肌を冷やす

0（％） 10 20 30 40 50

汗を抑える 満
足
度

期
待
度

におい・べたつきを消す

肌をさらさらにする

肌のさらさらを持続させる

肌を冷やす

乖離

2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8
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に
留
ま
り
や
す
い
パ
ル
プ
シ
ー
ト
を
選

定
。
さ
ら
に
、
液
剤
や
パ
ウ
ダ
ー
の
保

持
力
を
高
め
る
た
め
に
シ
ー
ト
を
４
層

構
造
に
し
、
エ
ン
ボ
ス
加
工
を
施
す
な

ど
し
て
、「
汗
を
拭
き
と
る
」「
パ
ウ
ダ

ー
を
肌
に
の
せ
る
」
と
い
う
二
つ
の
条

件
を
ク
リ
ア
し
た
。

汗
を
抑
え
た
い
海
外

汗
を
拭
き
た
い
日
本

　

花
王
が
開
発
し
た
汗
拭
き
シ
ー
ト
は
、

画
期
的
な
製
品
と
し
て
急
速
に
普
及
し

て
い
っ
た
。
当
時
、
汗
拭
き
シ
ー
ト
が

広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
社
会
的
背
景
を
、

髙
鍋
さ
ん
は
「
１
９
９
０
年
代
は
エ
チ

ケ
ッ
ト
に
対
す
る
人
々
の
意
識
が
高
ま

っ
た
時
期
だ
っ
た
」
と
分
析
す
る
。

「
社
会
が
成
熟
し
て
豊
か
に
な
る
と
、

身
だ
し
な
み
に
気
を
配
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
特
に
日
本
人
は
清
潔
好
き
で
、

ま
た
他
人
に
迷
惑
を
か
け
た
く
な
い
と

い
う
意
識
が
強
い
た
め
、
汗
拭
き
シ
ー

ト
で
こ
ま
め
に
汗
を
拭
い
て
肌
を
清
浄

に
保
つ
こ
と
が
、
一
つ
の
マ
ナ
ー
と
し

て
捉
え
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
」

　

な
お
、
同
製
品
は
海
外
に
も
展
開
し

て
い
る
が
、
日
本
ほ
ど
の
需
要
は
今
の

と
こ
ろ
見
込
め
な
い
と
い
う
。
前
述
の

よ
う
に
「
出
た
汗
を
な
ん
と
か
し
た

い
」
と
考
え
る
日
本
と
「
汗
が
出
る
こ

と
を
抑
え
た
い
」
と
考
え
る
海
外
と
で

意
識
が
異
な
る
か
ら
だ
。

「
例
え
ば
、
こ
ま
め
に
ハ
ン
カ
チ
で
拭

く
よ
り
も
、
シ
ャ
ワ
ー
を
浴
び
る
習
慣

が
多
い
ア
ジ
ア
の
暖
か
い
国
で
は
、
汗

を
か
い
た
ら
一
日
に
何
度
も
シ
ャ
ワ
ー

を
浴
び
ま
す
。
そ
し
て
欧
米
は
、
そ
も

そ
も
デ
オ
ド
ラ
ン
ト
に
対
す
る
意
識
が

違
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
汗
は
止
め
る
べ

き
も
の
。
そ
れ
で
も
出
て
し
ま
っ
た
汗

は
、
や
は
り
シ
ャ
ワ
ー
で
洗
い
流
す
の

が
基
本
な
の
で
す
」

　

し
か
し
、
ア
ジ
ア
や
中
東
の
人
々
の

意
識
が
変
わ
れ
ば
、
拭
く
シ
ー
ト
が
定

着
す
る
可
能
性
は
十
分
あ
る
と
髙
鍋
さ

ん
は
考
え
て
い
る
。

女
性
の
社
会
進
出
で

メ
ー
ク
落
と
し
に
変
化

　

一
方
、
シ
ー
ト
タ
イ
プ
の
メ
ー
ク
落

と
し
が
開
発
さ
れ
た
背
景
に
は
、
メ
ー

ク
の
ト
レ
ン
ド
や
女
性
の
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
の
変
化
が
大
き
く
関
係
し
て
い
た
。

「
ビ
オ
レ
メ
イ
ク
落
と
し 

ふ
く
だ
け

コ
ッ
ト
ン
」
が
発
売
さ
れ
た
の
は
、
１

９
９
７
年
（
平
成
９
）。
当
時
は
強
め
の
ア

イ
メ
ー
ク
が
流
行
で
、
落
ち
に
く
い
ウ

オ
ー
タ
ー
プ
ル
ー
フ
の
メ
ー
ク
ア
イ
テ

ム
が
重
宝
さ
れ
て
い
た
。
落
ち
に
く
い

と
い
う
こ
と
は
、
落
と
し
に
く
い
と
い

う
こ
と
。
ポ
イ
ン
ト
メ
ー
ク
専
用
の
強

力
な
メ
ー
ク
落
と
し
や
ダ
ブ
ル
洗
顔
が

あ
た
り
ま
え
だ
っ
た
。

　

ま
た
、
女
性
た
ち
の
社
会
進
出
が
進

グラフはすべて花王株式会社調べ。開発当時の調査のため最新のデータではない

パルプ4層シートの理由

スキンケアシートの市場規模トレンド

	 強化パルプシート： 薄くても破れにくい。パウダーを転写しやすい
	 エンボス加工： ボリューム感と柔らかさ
	 ヒートシールによる4層化： シートに厚み・ハリを与え、肌が拭きやすい

「ビオレさらさらパウダーシート」独自の技術

「汗拭きシート」の使用状況

既存の制汗剤とは異なった目的・部位で使用された

強化パルプシート 2 層化

エンボス加工 ヒートシール

4層化

①肌のべたつき・汚れを　シートで拭きとる

②
同時にパウダーを

　肌に付着させ、
　素肌さらさらに

シート

シート 拭くと同時にさらさら
パウダーが素肌に移る

汗

素肌

素肌

べたつき
汚れ

毛穴パック

脂とりシート

男性用汗拭きシート

メーク落とし

汗拭きシート

0

100

200

300
（億円）

（年）2008 2009 2010 2011 2012

制汗防臭剤
（既存の制汗剤）

シート化粧料
（汗拭きシート）

目的
（ＭＡ）

体臭が出るのを防ぐ 47％ 13％

汗が出るのを防ぐ 45％ 13％

汗によるべたつきを取る 36％ 85％

肌をさらさらにする 27％ 50％

出てしまった汗をひかせる 21％ 44％

部位
（ＭＡ）

わきの下 92％ 63％

首 31％ 74％

腕 15％ 61％
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ん
で
、
仕
事
に
遊
び
に
忙
し
い
生
活
を

送
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

「
化
粧
を
落
と
さ
な
い
の
は
肌
に
悪
い

と
わ
か
っ
て
い
て
も
、
疲
れ
て
帰
宅
し

た
後
、
わ
ざ
わ
ざ
洗
面
所
や
風
呂
場
へ

行
っ
て
メ
ー
ク
を
落
と
す
の
は
け
っ
こ

う
面
倒
で
す
。
で
き
れ
ば
リ
ビ
ン
グ
で

簡
単
に
メ
ー
ク
を
落
と
し
た
い
…
…
。

女
性
た
ち
の
そ
ん
な
声
か
ら
、
シ
ー
ト

タ
イ
プ
の
メ
ー
ク
落
と
し
が
生
ま
れ
た

の
で
す
」

　

同
商
品
は
ア
ジ
ア
各
国
で
も
販
売
し

て
い
る
が
、
国
に
よ
っ
て
化
粧
事
情
は

さ
ま
ざ
ま
だ
。
日
本
を
は
じ
め
台
湾
や

香
港
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
な
ど
は
フ
ァ
ン

デ
ー
シ
ョ
ン
で
ベ
ー
ス
か
ら
整
え
る
フ

ル
メ
ー
ク
が
基
本
で
、
メ
ー
ク
落
と
し

は
必
須
だ
。
と
こ
ろ
が
、
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
や
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
は
、
ア
イ
シ
ャ
ド

ー
や
口
紅
な
ど
の
ポ
イ
ン
ト
メ
ー
ク
だ

け
で
化
粧
を
済
ま
せ
る
人
が
多
い
と
い

う
。

「
メ
ー
ク
の
ト
レ
ン
ド
は
、
女
性
の
社

会
進
出
や
生
活
水
準
に
応
じ
て
、
ポ
イ

ン
ト
メ
ー
ク
か
ら
フ
ル
メ
ー
ク
へ
と
進

化
し
て
い
く
傾
向
が
あ
る
の
で
、
東
南

ア
ジ
ア
の
化
粧
事
情
も
今
後
、
変
わ
っ

て
い
く
で
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
ア
メ
リ

カ
で
は
日
焼
け
し
た
素
肌
も
美
し
い
と

考
え
る
人
た
ち
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

美
し
い
素
肌
に
は
地
域
や
人
、
ま
た
個

人
の
考
え
方
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
美
の
基
準
は
一
つ
で
は
な
い

の
で
、
完
全
な
予
測
は
難
し
い
で
す
ね
」

使
い
方
に
現
れ
る

拭
く
こ
と
へ
の
こ
だ
わ
り

　

こ
う
し
た
ス
キ
ン
ケ
ア
シ
ー
ト
製
品

は
、
２
０
１
１
年
の
震
災
以
降
、
販
売

量
が
大
き
く
伸
び
て
い
る
。
水
場
が
近

く
に
な
い
、
お
湯
が
出
な
い
こ
と
を
想

定
す
る
と
、
水
な
し
で
使
え
る
シ
ー
ト

製
品
の
利
便
性
が
注
目
さ
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
最
近
の
傾
向
と
し
て
、
10
代
、

20
代
の
若
い
男
性
の
利
用
が
目
立
つ
。

「
母
親
や
彼
女
な
ど
、
周
囲
の
女
性
の

影
響
で
ス
キ
ン
ケ
ア
を
始
め
る
男
性
が

多
い
よ
う
で
す
。
昔
の
男
性
に
比
べ
て

か
な
り
衛
生
意
識
が
高
く
、
製
品
の
こ

と
も
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
ね
」

　

と
こ
ろ
で
、
シ
ー
ト
製
品
が
「
意
外

と
エ
コ
」
で
あ
る
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら

れ
て
い
な
い
。

「
シ
ー
ト
は
使
い
捨
て
な
の
で
環
境
に

よ
く
な
い
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
Ｃ

Ｏ
２

排
出
量
と
い
う
観
点
で
見
れ
ば
、

も
っ
と
も
効
率
が
悪
い
の
は
長
時
間
流

し
っ
ぱ
な
し
で
使
う
お
湯
で
す
」
と
髙

鍋
さ
ん
。
シ
ャ
ワ
ー
を
浴
び
る
代
わ
り

に
汗
拭
き
シ
ー
ト
で
体
を
拭
き
、
で
き

る
だ
け
お
湯
を
使
わ
な
い
で
、
体
を
清

潔
に
保
つ
こ
と
で
、
Ｃ
Ｏ
２

排
出
量
を

か
な
り
抑
え
る
こ
と
も
可
能
と
い
う
。

そ
う
聞
く
と
、
シ
ー
ト
製
品
の
印
象
が

少
し
変
わ
っ
て
こ
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
都
心
は
年
々
暑
く
な
っ
て
い
ま
す
。

最
近
の
ビ
ル
は
内
部
に
熱
が
こ
も
ら
な

い
よ
う
太
陽
光
線
を
反
射
す
る
素
材
を

取
り
入
れ
て
い
ま
す
し
、
自
動
車
の
Ｕ

Ｖ
カ
ッ
ト
ガ
ラ
ス
は
日
光
を
乱
反
射
さ

せ
る
の
で
、
真
夏
の
路
上
は
砂
漠
よ
り

暑
い
ほ
ど
。
少
し
歩
い
た
だ
け
で
汗
を

か
き
ま
す
。
簡
単
に
シ
ャ
ワ
ー
を
浴
び

ら
れ
る
環
境
は
そ
う
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、

『
拭
く
』
機
会
は
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す

増
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」

　

さ
ま
ざ
ま
な
国
で
ス
キ
ン
ケ
ア
シ
ー

ト
製
品
を
扱
っ
て
き
た
花
王
の
ス
キ
ン

ケ
ア
チ
ー
ム
は
、
あ
る
興
味
深
い
事
実

に
気
づ
い
た
。

「
汗
拭
き
シ
ー
ト
で
も
メ
ー
ク
落
と
し

で
も
、
海
外
の
人
は
シ
ー
ト
を
広
げ
た

ま
ま
ざ
っ
と
拭
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
日

本
人
は
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
シ
ー

ト
を
折
り
畳
ん
で
、
き
れ
い
な
面
を
出

し
な
が
ら
、
裏
表
ま
ん
べ
ん
な
く
使
う

の
で
す
。
で
す
か
ら
両
面
を
し
っ
か
り

使
え
て
、
指
の
力
も
伝
え
や
す
い
製
品

に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
」

　

花
王
の
ス
キ
ン
ケ
ア
チ
ー
ム
が
発
見

し
た
、
そ
ん
な
細
か
な
動
作
か
ら
も
、

日
本
人
の
「
拭
く
」
こ
と
へ
の
こ
だ
わ

り
が
見
え
て
く
る
。

（
２
０
１
７
年
12
月
18
日
取
材
）

シートタイプのメーク落としへの評価

生活用品

女性たちのメーク
方法、そしてライフ
スタイルの変容が
シートタイプのメー
ク落としを生んだ

べたつかない

拭いた後の肌の感じ

マスカラ落ち

ファンデーション落ち

メーク落ち

全体評価 22
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シートタイプを使用していないユーザーに高く評価された
花王調べ　16～49歳女性（N＝73）　シートタイプ非使用者・WPマスカラ使用者
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キ
ッ
チ
ン
で
起
こ
る

国
際
結
婚
の
ト
ラ
ブ
ル

　

日
本
で
は
、
水
の
豊
か
さ
が
「
拭

く
」
と
い
う
行
為
に
大
き
く
関
係
し
て

い
る
よ
う
で
す
。
水
が
豊
富
に
存
在
す

る
の
で
、
水
を
惜
し
ま
ず
流
し
っ
放
し

に
し
て
洗
い
、
き
れ
い
に
拭
き
と
る
。

も
ち
ろ
ん
、
水
を
使
わ
な
い
で
洗
う
人

は
い
ま
せ
ん
が
、
水
が
ど
れ
く
ら
い
貴

重
か
で
、
洗
い
方
も
拭
き
方
も
変
わ
っ

て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

私
の
知
人
に
、
日
本
人
の
女
性
と
イ

ギ
リ
ス
人
の
男
性
の
カ
ッ
プ
ル
が
何
組

か
い
ま
す
。
皆
さ
ん
が
言
う
の
は
「
最

初
の
ト
ラ
ブ
ル
は
キ
ッ
チ
ン
で
起
こ

る
」
と
。
つ
ま
り
、
日
本
人
の
女
性
は

洗
剤
で
洗
っ
た
食
器
を
ど
ん
ど
ん
水
道

の
水
で
流
す
。
す
る
と
、
そ
れ
を
そ
ば

で
見
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
人
の
男
性
や
彼

の
母
親
が
「
も
っ
た
い
な
い
」
と
苦
言

を
呈
す
る
。
そ
ん
な
場
面
が
あ
る
ら
し

い
の
で
す
。

　

ド
イ
ツ
の
ご
家
庭
に
お
邪
魔
し
た
と

き
、
私
自
身
も
同
じ
よ
う
な
経
験
を
し

ま
し
た
。
キ
ッ
チ
ン
で
食
器
洗
い
を
手

伝
っ
た
の
で
す
が
、
泡
だ
ら
け
の
食
器

を
い
き
な
り
大
き
な
布
巾
で
拭
く
の
で

す
。
洗
剤
を
水
道
の
水
で
流
さ
な
い
。

　

古
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
映
画
を
観
て
い
る

と
、
お
風
呂
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が

い
え
そ
う
で
す
。
浴
槽
に
せ
っ
け
ん
を

泡
立
て
て
体
を
洗
い
、
そ
の
ま
ま
バ
ス

ロ
ー
ブ
を
羽
織
る
。
さ
す
が
に
今
は
シ

ャ
ワ
ー
が
あ
る
の
で
、
ち
ゃ
ん
と
流
し

て
か
ら
拭
く
の
で
し
ょ
う
が
…
…
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
よ
く
よ
く
見
る
と

「
拭
く
」
行
為
も
文
化
に
よ
っ
て
違
う

よ
う
で
す
。
水
が
豊
か
な
地
域
で
は
、

ど
ん
ど
ん
水
を
流
し
て
汚
れ
を
拭
い
去

る
。
そ
う
で
な
い
地
域
だ
と
、
な
る
べ

く
水
で
流
さ
ず
に
拭
き
と
る
。
そ
ん
な

ふ
う
に
言
え
そ
う
で
す
。「
拭
く
」
行
為

は
気
候
・
住
居
・
設
備
と
の
関
係
で
考

え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

ち
な
み
に
、
先
の
日
本
人
女
性
と
イ

ギ
リ
ス
人
男
性
の
カ
ッ
プ
ル
が
ど
う
事

態
を
収
拾
す
る
か
と
い
え
ば
、「
熱
湯
を

チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
流
し
な
が
ら
洗
剤
の
泡

を
す
す
ぐ
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
妥
協
に

至
る
よ
う
で
す
。

「
今
、こ
こ
」か
ら

意
識
が
拡
散
す
る
現
代

　

仏
教
の
禅
宗
で
は
掃
除
に
代
表
さ
れ

る
日
常
の
作さ

む務
が
精
神
的
な
修
行
に
つ

な
が
る
と
説
か
れ
て
き
ま
し
た
。
掃
除

を
す
る
と
き
は
自
分
が
雑
巾
に
な
り
き

っ
て
「
拭
く
」
と
い
う
作
業
に
集
中
す

る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
も

す
れ
ば
過
去
や
未
来
の
別
の
時
間
、
あ

る
い
は
ど
こ
か
他
の
空
間
に
あ
れ
こ
れ

と
思
い
を
馳
せ
、
さ
ま
よ
い
が
ち
な
雑

念
を
振
り
払
い
、
ひ
た
す
ら
「
今
と
い

う
時
間
、
こ
こ
と
い
う
場
所
」
に
集
中

す
る
。
掃
除
、
洗
濯
、
炊
事
な
ど
日
常

「
今
、こ
こ
」へ
戻
る
た
め
に

触
覚
体
験
と
し
て
の
「
拭
く
」

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
始
め
と
す
る
モ
バ
イ
ル
デ
バ
イ
ス
の
普
及
に
よ
っ
て
、

い
つ
で
も
ど
こ
で
も
視
覚
・
聴
覚
で
情
報
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

今
後
、
Ａ
Ｉ
の
導
入
が
本
格
化
す
れ
ば
、
人
間
は
ま
す
ま
す
「
情
報
」
と

呼
ば
れ
る
電
気
信
号
を
重
ん
じ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
な
か
で

「
拭
く
」
と
い
う
行
為
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
ち
得
る
の
か
。
比
較
文

化
史
の
研
究
者
で
あ
る
鈴
木
禎
宏
さ
ん
に
、
「
拭
く
」
と
「
触
覚
」
に
つ
い

て
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。

Sadahiro Suzuki
1970年千葉県生まれ。1994年東
京大学教養学科卒業。1999年同大
学院比較文学比較文化博士課程退
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の
作
務
が
、
仏
教
で
い
う
座
禅
の
修
行

と
同
等
の
価
値
が
あ
る
精
神
的
な
修
養

と
し
て
昔
か
ら
重
視
さ
れ
て
き
た
こ
と

は
周
知
の
事
実
で
す
。

　

し
か
し
、
現
代
の
生
活
を
省
み
て
ど

う
で
し
ょ
う
。
技
術
が
ど
ん
ど
ん
進
歩

し
た
結
果
、
ま
す
ま
す
人
間
の
意
識
が

「
今
で
は
な
い
い
つ
か
、
こ
こ
で
は
な

い
ど
こ
か
」
に
飛
び
や
す
く
な
っ
て
い

ま
す
。
何
か
を
し
て
い
る
と
き
、
そ
の

行
為
に
集
中
せ
ず
、
つ
い
つ
い
ほ
か
の

こ
と
を
考
え
て
い
る
。
会
議
や
授
業
に

出
席
し
な
が
ら
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
い

じ
っ
て
意
識
を
ど
こ
か
別
の
場
所
に
飛

ば
し
て
い
る
人
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

Ｓ
Ｎ
Ｓ
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
、

ボ
ー
ダ
レ
ス
、
シ
ー
ム
レ
ス
、
ユ
ビ
キ

タ
ス
…
…
現
代
を
象
徴
す
る
こ
う
し
た

キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
お
し
な
べ
て
人
間
の

意
識
を
拡
散
さ
せ
る
方
向
の
言
葉
で
す
。

一
カ
所
に
じ
っ
と
し
て
い
て
も
、
い
つ

も
ど
こ
か
と
つ
な
が
っ
て
い
る
気
が
し

な
け
れ
ば
落
ち
着
か
な
い
社
会
に
な
っ

て
い
ま
す
。

没
入
す
る
た
め
の

「
模
様
化
」

　

だ
か
ら
こ
そ
、
な
お
い
っ
そ
う
「
今

と
い
う
時
間
、
こ
こ
と
い
う
場
所
」
に

帰
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
る
行
為
を
大

切
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で

す
。
炊
事
、
洗
濯
、
料
理
な
ど
の
家
事
。

洗
顔
、
化
粧
、
歯
磨
き
な
ど
、
意
識
せ

ず
と
も
自
然
に
体
が
動
く
生
活
習
慣
。

こ
の
よ
う
に
毎
日
繰
り
返
す
行
為
が
よ

い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
一
種

の
「
型
」
で
あ
り
、
そ
の
動
作
に
よ
っ

て
心
が
落
ち
着
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

宗
教
哲
学
者
で
民
藝
運
動
を
主
導
し

た
柳
や
な
ぎ

宗む
ね
よ
し悦
は
、
茶
道
の
点て

ま
え前
の
説
明
に

「
模
様
化
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
し

た
。
よ
け
い
な
動
き
が
削
ぎ
落
と
さ
れ

て
、
や
る
べ
き
こ
と
を
最
低
限
の
動
き

で
、
し
か
も
格
好
よ
く
行
な
う
。
繰
り

返
し
修
練
を
積
む
う
ち
に
同
じ
軌
道
を

描
き
、
同
じ
タ
イ
ミ
ン
グ
で
体
が
動
く

よ
う
に
な
る
。
動
作
が
「
型
」
に
な
っ

て
い
く
さ
ま
を
「
模
様
化
」
と
表
現
し

た
わ
け
で
す
。

　

16
世
紀
に
成
立
し
た
侘
び
茶
も
ま
た
、

茶
室
に
い
る
間
は
余
計
な
こ
と
を
一
切

考
え
ず
、
目
の
前
の
お
茶
に
ひ
た
す
ら

「
没
入
す
る
」
営
為
で
す
。「
今
と
い
う

時
間
、
こ
こ
と
い
う
場
所
」
に
帰
っ
て

く
る
た
め
の
修
練
と
も
い
え
る
茶
道
が

現
代
に
続
い
て
い
る
日
本
は
幸
運
な
国

な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

触
覚
体
験
と
し
て
の

拭
き
掃
除
の
価
値

　
「
今
と
い
う
時
間
、
こ
こ
と
い
う
場

所
」
に
帰
っ
て
く
る
き
っ
か
け
と
し
て
、

「
拭
く
」
行
為
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な

「
手
の
触
覚
」
を
も
っ
と
重
視
し
た
方

が
よ
い
と
思
い
ま
す
。
下
手
を
す
る
と

一
日
中
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
画
面
だ
け

に
触
れ
て
い
る
現
代
人
の
触
覚
体
験
は

貧
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

な
ぜ
そ
れ
が
ま
ず
い
か
と
い
う
と
、

人
体
は
性
能
が
よ
す
ぎ
て
、
視
聴
覚
の

情
報
だ
け
だ
と
、
頭
は
と
も
か
く
体
が

満
足
し
て
く
れ
な
い
か
ら
で
す
。

　

あ
る
研
究
に
よ
る
と
、
脳
の
な
か
で

処
理
さ
れ
て
い
る
感
覚
の
情
報
量
は
毎

秒
数
百
万
ビ
ッ
ト
。
そ
の
う
ち
意
識
で

き
る
情
報
量
は
多
く
見
積
も
っ
て
も
毎

秒
40
ビ
ッ
ト
、
実
際
は
せ
い
ぜ
い
16
ビ

ッ
ト
だ
そ
う
で
す
。
つ
ま
り
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
な
ど
の
情
報
機
器
か
ら
得
ら
れ

る
視
聴
覚
の
情
報
量
は
、
無
意
識
下
で

処
理
で
き
る
情
報
量
に
比
べ
る
と
少
な

す
ぎ
る
の
で
す
。「
見
る
、
聞
く
」
だ
け

に
頼
り
す
ぎ
る
の
は
、
人
間
に
と
っ
て

健
全
な
状
態
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

　

見
失
い
が
ち
な
「
今
と
い
う
時
間
、

こ
こ
と
い
う
場
所
」
へ
帰
る
き
っ
か
け

と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
拭
き
掃
除
に
精

を
出
し
、
触
覚
の
豊
か
さ
を
取
り
戻
す

の
が
も
っ
と
も
手
っ
取
り
早
く
、
か
つ

有
効
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
２
０
１
７
年
12
月
13
日
取
材
）

何気なく行なう拭き掃除が触覚の豊かさを取り戻す
撮影協力：昭和のくらし博物館

帛紗（ふくさ）を用いて「茶杓（ちゃしゃく）」を拭く作
法を実演する鈴木さん

五感
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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）
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ど
こ
を
拭
く
か「
観
察
」し
て
考
え
る

過
去
に
４
回
も
「
世
界
一
清
潔
な
空
港
」
と
評
価

さ
れ
た
羽
田
空
港
に
は
「
カ
リ
ス
マ
清
掃
員
」
と

呼
ば
れ
る
人
が
い
る
。
日
本
空
港
テ
ク
ノ
株
式
会

社
に
勤
め
る
新
津
春
子
さ
ん
だ
。
多
忙
な
日
々
を

過
ご
す
な
か
、
「
日
々
の
家
の
掃
除
は
、
薄
手
の

タ
オ
ル
で
拭
く
だ
け
」
と
い
う
新
津
さ
ん
に
、
清

掃
・
掃
除
に
対
す
る
思
い
、
そ
し
て
プ
ロ
な
ら
で

は
の
「
拭
く
」
コ
ツ
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
。

ライフ

Haruko Niitsu
1970年、中国・瀋陽生まれ。17歳で来日
し、家計を助けるために高校へ通いながら
清掃の仕事に従事。日本空港テクノ株式
会社入社後の1997年、全国ビルクリーニ
ング技能競技会で最年少優勝（当時）。
羽田空港が2013年、2014年、2016年、
2017年に「世界一清潔な空港」に選出
された際の功労者の一人として活躍。『清
掃はやさしさ』『掃除は「ついで」にやりなさ
い』など著書多数。

新津春子さん

日本空港テクノ株式会社
環境管理部 環境マイスター

羽田空港第一旅客ターミナルの出発ロビーで
モップを手にする新津春子さん
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「
世
界
一
清
潔
な
空
港
」に

プ
ロ
と
し
て
貢
献

　

東
京
都
大
田
区
に
あ
る
東
京
国
際
空

港
、
通
称
「
羽
田
空
港
」
は
、
国
内
48

空
港
、
世
界
18
カ
国
・
地
域
の
30
都
市

33
空
港
（
2
0
1
6
年
冬
ダ
イ
ヤ
）
と
結
ば

れ
、
年
間
８
０
０
０
万
人
（
注
1
）
が
利

用
す
る
日
本
の
玄
関
口
で
あ
る
。
１
時

間
当
た
り
の
発
着
回
数
は
80
回
に
上
る
。

お
よ
そ
45
秒
ご
と
に
離
発
着
が
行
な
わ

れ
て
い
る
計
算
に
な
る
。

　

平
日
の
昼
下
が
り
に
羽
田
空
港
の
第

一
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
を
歩
く
。
人
々
が

行
き
交
っ
て
い
る
が
、
利
用
者
が
多
い

と
感
じ
る
の
は
、
出
発
ロ
ビ
ー
の
あ
る

２
階
だ
。
荷
物
を
預
け
る
人
、
保
安
検

査
場
に
向
か
う
人
、
ソ
フ
ァ
や
イ
ス
に

座
っ
て
出
発
を
待
つ
人
、
手
土
産
を
買

う
人
―
―
各
々
異
な
る
目
的
を
も
っ
て

動
き
、
旅
立
っ
て
い
く
。

　

フ
ロ
ア
を
見
回
す
が
ゴ
ミ
は
一
つ
も

落
ち
て
い
な
い
。
ト
イ
レ
も
ピ
カ
ピ
カ

に
磨
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
も
そ

の
は
ず
。
羽
田
空
港
は
「
清
潔
な
空

港
」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
イ
ギ
リ

ス
のSK
Y

T
RA

X

社
（
注
2
）
の
国
際

空
港
評
価
「T

he W
orld's Cleanest 

A
irports

」
部
門
で
、
２
０
１
３
年
、

２
０
１
４
年
、
２
０
１
６
年
、
２
０
１

７
年
と
４
回
に
わ
た
り
世
界
第
１
位
に

選
ば
れ
た
。

　

こ
の
調
査
は
「
お
忍
び
」
で
行
な
わ

れ
る
た
め
、
勤
務
す
る
人
た
ち
の
日
ご

ろ
の
努
力
が
欠
か
せ
な
い
。

「
世
界
一
清
潔
な
空
港
」
に
選
出
さ
れ

た
功
労
者
の
一
人
と
称
さ
れ
る
の
が
新

津
春
子
さ
ん
だ
。
清
掃
、
設
備
管
理
、

工
事
、
植
栽
、
花
店
な
ど
の
空
港
内
サ

ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
日
本
空
港
テ
ク
ノ

株
式
会
社
で
働
く
新
津
さ
ん
は
、
総
勢

７
０
０
人
も
の
清
掃
員
の
ス
キ
ル
の
底

上
げ
や
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ア
ッ
プ
に

日
々
取
り
組
ん
で
い
る
。

「
や
さ
し
さ
が
な
い
」

心
に
響
い
た
上
司
の
指
摘

　

新
津
さ
ん
は
中
国
・
瀋し

ん
よ
う陽

に
生
ま
れ

た
。
中
国
残
留
日
本
人
孤
児
の
父
親
が

「
日
本
に
住
も
う
」
と
決
断
し
、
１
９

８
７
年
（
昭
和
62
）
に
一
家
五
人
で
移
住
。

家
計
を
助
け
る
た
め
に
、「
日
本
語
が
ほ

と
ん
ど
話
せ
な
く
て
も
で
き
る
か
ら
」

（
新
津
さ
ん
）
と
い
う
理
由
で
清
掃
の
仕
事

に
携
わ
る
。

　

そ
の
後
、
職
業
能
力
開
発
セ
ン
タ
ー

で
清
掃
に
関
す
る
知
識
や
技
術
を
体
系

的
に
学
び
、
１
９
９
５
年
（
平
成
7
）
の

春
、
日
本
空
港
テ
ク
ノ
に
就
職
す
る
。

「
生
活
の
た
め
に
始
め
た
仕
事
だ
け
れ

ど
、
技
能
を
身
に
つ
け
て
『
清
掃
の
プ

ロ
』
と
し
て
生
き
て
い
こ
う
」
と
心
に

決
め
た
新
津
さ
ん
は
腕
を
磨
き
、
１
９

９
７
年
（
平
成
9
）
10
月
、
全
国
ビ
ル
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
技
能
競
技
会
で
優
勝
す
る
。

し
か
し
、
全
国
大
会
に
先
立
ち
２
カ
月

前
に
行
な
わ
れ
た
東
京
予
選
で
は
二
位

だ
っ
た
。
い
っ
た
い
何
が
あ
っ
た
の
か
。

「
予
選
で
私
の
演
技
を
見
て
い
た
上
司

に
『
あ
な
た
の
演
技
に
は
や
さ
し
さ
が

な
い
』
と
指
摘
さ
れ
た
の
で
す
」

　

最
初
は
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
わ
か

ら
な
く
て
反
発
す
ら
し
た
新
津
さ
ん
。

気
づ
い
た
の
は
、「
清
掃
の
道
具
に
も
命

が
あ
る
」
と
言
わ
れ
て
か
ら
だ
っ
た
。

「
ハ
ッ
と
し
た
の
で
す
。
私
は
清
掃
の
型

や
や
り
方
、
所
要
時
間
に
こ
だ
わ
る
あ

ま
り
、
道
具
を
雑
に
扱
っ
て
い
た
の
で
す
。

き
っ
と
表
情
も
こ
わ
ば
っ
て
い
た
で
し
ょ

う
。
審
査
員
は
お
客
さ
ま
と
同
じ
目
線

で
す
か
ら
、
私
の
演
技
を
見
て
よ
い
気

分
に
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
す
」

　

予
選
か
ら
本
大
会
ま
で
の
２
カ
月
、

新
津
さ
ん
は
上
司
を
観
察
し
て
、
道
具

の
扱
い
方
か
ら
立
ち
居
振
る
舞
い
、
笑

顔
ま
で
ま
ね
し
て
猛
練
習
し
た
。
そ
し

て
当
時
の
最
年
少
記
録
と
な
る
27
歳
で

優
勝
を
果
た
す
。

「
け
れ
ど
、
一
位
に
な
れ
た
の
は
ま
ね

を
し
て
練
習
し
た
か
ら
で
す
。
ほ
ん
と

う
の
『
や
さ
し
さ
』、
モ
ノ
を
大
事
に
す

る
『
心
』
が
自
分
の
も
の
に
な
っ
た
の

は
、
そ
れ
か
ら
ず
っ
と
先
の
こ
と
で
す
」

　

上
司
を
見
習
っ
て
優
勝
し
て
か
ら
、

新
津
さ
ん
に
は
人
や
モ
ノ
を
じ
っ
く
り

観
察
す
る
癖
が
つ
い
た
。

「
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
と
小
さ
な
歩
幅
で
し

か
歩
け
な
い
方
が
い
ま
す
ね
。
私
た
ち

に
は
な
ん
て
こ
と
な
い
段
差
で
も
、
そ

う
い
う
方
は
つ
ま
ず
い
て
転
ぶ
危
険
が

あ
り
ま
す
。
仕
事
中
に
気
づ
い
て
そ
の

ま
ま
に
し
て
お
い
て
、
仮
に
お
年
寄
り

が
転
ん
で
ケ
ガ
を
し
た
ら
絶
対
に
後
悔

す
る
と
思
う
ん
で
す
」

　

じ
っ
と
見
て
自
分
に
で
き
る
こ
と
を

考
え
る
。
た
と
え
自
ら
の
仕
事
の
範
疇

じ
ゃ
な
く
て
も
改
善
の
た
め
に
声
を
あ

げ
る
。
こ
れ
は
新
津
さ
ん
流
の
「
や
さ

し
さ
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
心
」
が

あ
る
。日

々
の
拭
き
掃
除
を

最
小
限
に
す
る
コ
ツ

　

新
津
さ
ん
は
清
掃
と
掃
除
を
使
い
分

け
て
い
る
。
仕
事
は
「
清
掃
」、
そ
し

て
家
事
と
し
て
行
な
う
の
は
「
掃
除
」

だ
。
清
掃
の
プ
ロ
で
あ
る
新
津
さ
ん
は
、

自
宅
で
も
隅
々
ま
で
掃
除
す
る
と
思
わ

れ
が
ち
だ
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。

過
去
に
４
回
も
「
世
界
一
清
潔
な
空
港
」
と
評
価

さ
れ
た
羽
田
空
港
に
は
「
カ
リ
ス
マ
清
掃
員
」
と

呼
ば
れ
る
人
が
い
る
。
日
本
空
港
テ
ク
ノ
株
式
会

社
に
勤
め
る
新
津
春
子
さ
ん
だ
。
多
忙
な
日
々
を

過
ご
す
な
か
、
「
日
々
の
家
の
掃
除
は
、
薄
手
の

タ
オ
ル
で
拭
く
だ
け
」
と
い
う
新
津
さ
ん
に
、
清

掃
・
掃
除
に
対
す
る
思
い
、
そ
し
て
プ
ロ
な
ら
で

は
の
「
拭
く
」
コ
ツ
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
。

（注1）年間8000万人

国土交通省東京航空局が2017年3月
9日に発表した「管内空港の利用概況
集計表（2016年確定値）」による。

（注2）SKYTRAX 社

1989年に設立したイギリス拠点の
航空サービスリサーチ会社。世界
の空港や航空会社の評価を行なう。

フェイスタオルを用いた壁の
拭き方を実演する新津さん
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「
家
で
は
よ
く
触
る
と
こ
ろ
、
そ
し
て

動
線
を
、
水
で
湿
ら
せ
た
薄
手
の
タ
オ

ル
で
サ
ッ
と
拭
く
だ
け
。
く
ま
な
く
掃

除
す
る
の
は
大
掃
除
の
と
き
だ
け
で
す

よ
」

　

家
の
な
か
に
は
ド
ア
ノ
ブ
な
ど
必
ず

触
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
こ
は
欠
か
さ

ず
拭
く
。
そ
し
て
自
分
や
家
族
が
頻
繁

に
歩
く
廊
下
や
階
段
も
拭
く
。
そ
う
し

た
場
所
は
「
じ
っ
と
観
察
し
て
」
見
つ

け
る
の
だ
。

「
ど
う
い
う
風
に
動
く
の
か
、
ど
こ
に

よ
く
座
る
の
か
を
把
握
す
れ
ば
、
毎
日

の
拭
き
掃
除
は
最
小
限
で
済
み
ま
す
か

ら
ね
」

　

一
時
期
、
テ
ー
ブ
ル
の
下
に
ご
は
ん

粒
が
落
ち
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
そ
う

だ
。

「
食
事
中
の
夫
を
じ
っ
と
見
て
い
る
と
、

体
は
テ
ー
ブ
ル
か
ら
離
れ
た
ま
ま
首
だ

け
伸
ば
し
て
食
べ
て
い
た
の
で
す
。『
あ

な
た
、
も
っ
と
テ
ー
ブ
ル
に
体
を
寄
せ

て
食
べ
て
！
』
と
お
願
い
し
ま
し
た
」

と
新
津
さ
ん
は
言
う
が
、「
そ
れ
に
首
も

疲
れ
る
で
し
ょ
？
」
と
付
け
加
え
た
の

は
夫
に
対
す
る
や
さ
し
さ
だ
ろ
う
。

　

モ
ノ
を
大
事
に
す
る
「
心
」
は
今
も

健
在
。
拭
き
終
え
た
テ
ー
ブ
ル
な
ど
に

「
よ
か
っ
た
ね
～
、
き
れ
い
に
な
っ
た

ね
！
」
と
よ
く
話
し
か
け
る
。「
心
を
込
め

れ
ば
テ
ー
ブ
ル
だ
っ
て
長
く
使
え
ま
す
よ

ね
？ 

人
に
も
モ
ノ
に
も
気
持
ち
が
大
事

な
ん
で
す
」
と
新
津
さ
ん
は
笑
っ
た
。

八
つ
折
り
タ
オ
ル
は

万
能
の
拭
く
道
具

　

そ
ん
な
新
津
さ
ん
の
日
々
の
掃
除
は
、

フ
ェ
イ
ス
タ
オ
ル
を
６
～
８
枚
使
う
だ

け
。
朝
起
き
た
ら
タ
オ
ル
を
水
で
ゆ
す

い
で
絞
っ
て
拭
く
。
途
中
で
洗
わ
ず
に
、

す
べ
て
を
終
え
て
か
ら
洗
っ
て
干
す
の

だ
。
洗
剤
は
使
わ
な
い
。
タ
オ
ル
が
し

っ
と
り
濡
れ
た
状
態
で
拭
く
「
湿
り
拭ぶ

き
」（
注
3
）
な
ら
ば
汚
れ
が
と
れ
る
か
ら

だ
。
乾
拭
き
も
必
要
な
い
。

　

フ
ェ
イ
ス
タ
オ
ル
を
八
つ
折
り
で
使

う
方
法
は
、
拭
く
道
具
と
し
て
利
点
が

多
い
と
新
津
さ
ん
は
言
う
。

「
ま
ず
タ
オ
ル
を
横
に
広
げ
て
２
回
折

っ
て
、
さ
ら
に
縦
に
１
回
折
り
ま
す
。

そ
の
大
き
さ
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
人
間
の

手
の
サ
イ
ズ
な
ん
で
す
ね
。
指
先
で
は

な
く
手
の
ひ
ら
で
拭
く
の
で
力
も
入
り

や
す
い
か
ら
楽
に
拭
き
掃
除
が
で
き
る
。

し
か
も
八
つ
折
り
な
の
で
両
面
使
え
ば

合
計
16
面
拭
け
ま
す
。
雑
巾
と
比
べ
て

洗
う
・
絞
る
回
数
が
減
り
ま
す
し
、
タ

オ
ル
な
ら
ば
洗
っ
て
干
す
の
も
簡
単
で
、

し
か
も
乾
き
や
す
い
。
メ
リ
ッ
ト
ば
か

り
で
し
ょ
？
」

　

壁
を
拭
く
と
き
は
タ
オ
ル
を
伸
ば
し

て
右
手
で
拭
く
。
左
手
は
タ
オ
ル
の
下

を
持
ち
、
肩
幅
に
足
を
開
い
て
体
ご
と

左
右
に
動
か
す
と
疲
れ
に
く
い
（
P
29
写

真
）。
ま
た
、
目
で
確
認
し
づ
ら
い
高
い

と
こ
ろ
は
、
伸
ば
し
た
タ
オ
ル
で
手
を

包
ん
で
拭
け
ば
、
ビ
ス
や
突
起
で
手
を

傷
つ
け
る
危
険
性
は
ぐ
っ
と
低
く
な
る
。

　

た
っ
た
１
枚
の
フ
ェ
イ
ス
タ
オ
ル
に
、

こ
れ
ほ
ど
多
様
な
使
い
方
が
あ
る
と
は

思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
。

拭
く
の
は
み
ん
な
が

健
康
で
い
る
た
め

　

新
津
さ
ん
に
と
っ
て
「
拭
く
」
と
は

ど
う
い
う
意
味
を
も
つ
の
か
。

「
例
え
ば
、
私
が
キ
ッ
チ
ン
を
し
っ
か
り

拭
か
な
か
っ
た
た
め
に
家
族
が
食
中
毒

に
な
っ
た
ら
、『
私
の
せ
い
だ
』
と
後
悔
す

る
で
し
ょ
う
。
ほ
こ
り
を
拭
い
た
り
、

吸
い
取
っ
た
り
し
な
け
れ
ば
、
家
族
が

ぜ
ん
そ
く
な
ど
の
ア
レ
ル
ギ
ー
性
疾
患

に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
不
衛
生
に

し
て
い
る
と
健
康
へ
の
悪
い
影
響
が
絶

対
に
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
こ
ま
め
に

拭
く
の
で
す
」

　

み
ん
な
が
常
に
健
康
で
い
る
た
め
に

拭
く
―
―
。
見
落
と
し
が
ち
だ
が
、
こ

れ
が
い
ち
ば
ん
重
要
な
こ
と
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
掃
除
が
嫌
い
、
苦
手

と
い
う
人
も
い
る
は
ず
だ
。
ど
う
す
れ

ば
よ
い
の
だ
ろ
う
。

「
生
き
て
い
く
た
め
に
、
自
分
の
髪
の

毛
や
体
は
洗
い
ま
す
よ
ね
。
掃
除
も
そ

れ
と
一
緒
。
生
き
る
た
め
に
必
要
な
ん

で
す
。
掃
除
用
具
を
そ
ろ
え
な
く
て
も

タ
オ
ル
一
本
あ
れ
ば
い
い
し
、
洗
う
・

絞
る
が
面
倒
な
ら
使
い
捨
て
の
ウ
エ
ッ

ト
タ
オ
ル
を
使
え
ば
い
い
。
一
緒
に
暮

ら
し
て
い
る
人
の
た
め
に
、
汚
れ
や
す

い
と
こ
ろ
だ
け
は
拭
く
。『
明
日
や
ろ
う
』

と
先
延
ば
し
に
す
る
と
精
神
的
な
重
荷

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
結
局
や
ら
な
い
。

サ
ッ
と
拭
く
こ
と
は
、
自
分
の
た
め
で

も
あ
る
の
で
す
ね
」

　

新
津
さ
ん
に
は
、
プ
ロ
な
ら
で
は
の

知
恵
と
技
術
が
あ
る
。
フ
ェ
イ
ス
タ
オ

ル
の
使
い
方
は
明
日
か
ら
で
も
実
践
し

た
い
も
の
。
そ
し
て
、
印
象
的
だ
っ
た

の
は
「
ま
ず
は
じ
っ
と
観
察
し
て
、
ど

こ
が
汚
れ
て
い
る
か
、
ど
う
拭
け
ば
い

い
か
を
考
え
る
こ
と
」
と
い
う
新
津
さ

ん
の
姿
勢
だ
。
見
て
考
え
て
行
動
す
る

や
さ
し
さ
が
人
を
幸
せ
に
し
、
モ
ノ
を

大
事
に
す
る
心
に
つ
な
が
り
、
ひ
い
て

は
自
分
の
身
を
助
け
る
こ
と
に
も
な
る
。

技
に
心
が
伴
っ
て
こ
そ
プ
ロ
な
の
だ
と
、

改
め
て
学
ん
だ
気
が
す
る
。

（
２
０
１
８
年
２
月
１
日
取
材
）

（注3）湿り拭き

濡れたタオルを乾いたタオルで巻いて軽く絞ると、濡れたタオル
の水分が乾いたタオルに移ってちょうどいい湿り具合になる。

自宅の拭き掃除などについて語る新津さん



31 どこを拭くか「観察」して考える

新津さん流の 「拭く」 工夫

オ
ス
ス
メ
は

「
八
つ
折
り
タ
オ
ル
」

八
つ
折
り
タ
オ
ル

の
絞
り
方

フェイスタオルを横に2
回、縦に1回折る「八
つ折りタオル」なら、表
裏合わせて16面で拭
くことができる

バケツを置くところに布を敷けば、水滴が
垂れても大丈夫。片ひざをつくと体が安
定するので、絞るときに力が入れやすい

次は面を拭く。体に
遠いところから左右
交互に、横一線に
拭いていく。そのと
き、雑巾の幅の1/2
が重なるように動か
すと拭き残しがない

新津さんが考案したマイクロファイ
バー製の「万能お掃除クロス」。
水で拭くだけで汚れが落ち、軽くて
扱いやすい。ポケット付きなのでス
マートフォンなどを包んでカバンに
入れておくと、すぐに使えて便利

バケツのなかで水に浸す

絞り終えたら開き、まず手のひ
らの水分を拭う

続いて手の甲の水も拭う。こ
うすれば水滴が周囲に飛び
散らない

八つ折りタオルのきれい
な面を出すときは、横では
なく「縦」に回転させるこ
と。タオルの端の重なり
の位置が変わらないので
スムーズに拭ける

四方を拭き終えたときの手と
腕の角度に注目。こうすれば
一気に拭くことができる

4左下に到達してもテーブルと手の向き
の関係は変えずこのまま横に移動

3左上に到達。ここで右ひじ
を張るようにして左下に向かう

2右上に到達。手の形は変え
ずそのまま横に移動

1まずテーブルの枠に沿って
上に拭いていく。側面も同
時に拭けるように指を添える

八つ折りタオルは、タオルの
端の重なりを親指と人差し指
で挟むように持つとずれない

八つ折りタオルを半分に折る手首でひねるのではなく腕全
体で絞る

肩の力を意識すると
きつく絞れる。絞った
らいったん緩めてまた
絞る。数回繰り返す

1

2

4

3

タオルを
裏返す

テ
ー
ブ
ル（
机
）の

拭
き
方

1

2

3

まずテーブルの四方を番号
順にぐるりと拭き、タオルを
裏返して奥から手前に拭く

Point!

Point!

ライフ
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清
水
の
舞
台
に
大
型
掃
除
機
？

変
わ
り
ゆ
く
現
代
の
掃
除

　

私
が
あ
る
新
聞
で
連
載
し
た
コ
ラ
ム

で
「
掃
除
の
情
景
」
と
題
し
、
今
の
時

代
の
掃
除
に
つ
い
て
記
し
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

　

き
っ
か
け
は
あ
る
朝
の
テ
レ
ビ
ニ
ュ

ー
ス
で
し
た
。
中
継
映
像
に
映
っ
た
京

都
の
清
水
寺
の
舞
台
で
、
大
型
掃
除
機

を
使
っ
て
掃
除
し
て
い
る
の
を
見
た
の

で
す
。
そ
れ
は
京
都
の
古
い
お
寺
に
は

似
つ
か
わ
し
く
な
い
情
景
だ
っ
た
の
で
、

印
象
に
残
り
ま
し
た
。

　

今
の
時
代
、
お
寺
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
使
っ
た
り
、
お
坊
さ
ん
が
携
帯
電

話
を
持
ち
歩
い
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
知
っ
て
い
ま
す
。
観
光
客
増
加
の
影

響
で
、
清
水
の
舞
台
の
上
に
も
こ
れ
ま

で
以
上
に
土
や
ほ
こ
り
が
持
ち
込
ま
れ

て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
、
少
し
考
え

れ
ば
想
像
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、

京
都
の
お
寺
さ
ん
だ
っ
た
ら
、
掃
除
は

修
行
の
た
め
に
若
い
小
僧
さ
ん
が
や
っ

て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
い
た
の
で
す
。

こ
の
イ
メ
ー
ジ
の
落
差
が
お
も
し
ろ
い

掃
除
の
変
化
と「
拭
く
」の
ゆ
く
え

「
三
種
の
神
器
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。

１
９
５
０
年
代
半
ば
の
「
電
気
洗
濯
機
、

電
気
冷
蔵
庫
、
電
気
掃
除
機
」
が
そ
の
嚆こ
う

矢し

だ
が
、
電
気
掃
除
機
は
掃
除
に
か
か
る

労
力
を
軽
減
し
た
。
今
は
自
走
式
の
掃
除

機
さ
え
あ
る
。
今
回
の
テ
ー
マ
「
拭
く
」

を
掃
除
の
一
環
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、

科
学
の
進
歩
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
掃
除
の

変
化
」
を
ど
う
読
み
解
く
べ
き
な
の
か
、

さ
ら
に
「
拭
く
」
行
為
は
今
後
ど
う
な
っ

て
い
く
の
か
。
社
会
学
者
の
永
井
良
和
さ

ん
に
お
聞
き
し
た
。

撮影協力：昭和のくらし博物館

現代社会
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な
と
。
そ
れ
で
、
掃
除
が
今
ど
の
よ
う

に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
の
か
を
少
し
考

え
て
み
た
の
で
す
。

　

家
業
の
造
園
業
を
継
ぐ
こ
と
を
決
め
、

そ
の
手
伝
い
を
始
め
た
と
い
う
教
え
子

が
い
た
の
で
、
新
米
の
彼
に
ど
ん
な
仕

事
を
任
さ
れ
て
い
る
か
を
聞
く
と
、「
切

り
落
と
し
た
枝
や
葉
な
ど
を
ブ
ロ
ワ
と

い
う
送
風
機
を
使
っ
て
集
め
て
い
る
」

と
言
い
ま
し
た
。
庭
師
と
い
う
職
人
の

道
を
歩
き
は
じ
め
た
彼
の
最
初
の
仕
事

が
そ
う
し
た
機
械
を
操
る
も
の
だ
と
い

う
話
も
、
清
水
の
舞
台
で
見
た
掃
除
機

と
同
じ
よ
う
な
違
和
感
を
覚
え
ま
し
た
。

　

改
め
て
見
回
す
と
、
大
学
内
の
落
ち

葉
も
ブ
ロ
ワ
を
使
っ
て
集
め
て
い
る
こ

と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
集
め
た

落
ち
葉
は
ビ
ニ
ー
ル
袋
な
ど
に
入
れ
て

回
収
先
に
運
ば
れ
て
い
ま
す
。
箒
で
落

ち
葉
を
集
め
て
燃
や
し
、
芋
を
焼
く
と

い
う
こ
と
も
行
な
わ
れ
な
く
な
り
ま
し

た
。

　

家
の
な
か
で
も
似
た
よ
う
な
変
化
が

起
き
て
い
ま
す
。
昔
の
日
本
家
屋
な
ら

ば
縁
側
な
ど
か
ら
塵

ち
り
あ
く
た芥

を
屋
外
に
掃
き
出
す
こ

と
が
で
き
ま
し
た
が
、

今
は
掃
除
機
で
袋
に
閉

じ
込
め
て
捨
て
る
の
が

一
般
的
で
す
。
ご
み
を

自
分
た
ち
の
手
で
、
身

近
な
と
こ
ろ
で
処
理
す

る
こ
と
が
減
っ
て
い
る

わ
け
で
す
。
こ
れ
ら
は
ア
ス
フ
ァ
ル
ト

や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
覆
わ
れ
て
土
が
露

出
し
た
地
面
が
減
っ
た
こ
と
、
密
閉
性

の
高
い
家
屋
が
増
え
た
こ
と
に
よ
る
も

の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

ご
み
の
総
量
が
増
え
、
掃
除
を
よ
り

迅
速
に
終
わ
ら
せ
る
必
要
が
生
じ
て
技

術
が
進
歩
し
、
さ
ら
に
ア
ス
フ
ァ
ル
ト

舗
装
や
高
気
密
住
宅
が
も
た
ら
す
便
利

さ
が
広
ま
る
と
い
う
社
会
の
変
化
に
伴

っ
て
、
掃
除
も
変
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。

布
の
再
利
用
と
洋
室
化
で

減
り
つつ
あ
る「
拭
く
」

　
「
拭
く
」
と
い
う
行
為
は
、
掃
除
と

近
い
関
係
に
あ
り
ま
す
か
ら
、
社
会
の

変
化
の
影
響
を
多
分
に
受
け
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
私
は
１
９
６
０
年
生
ま
れ

で
す
。
家
の
掃
除
と
い
え
ば
雑
巾
拭
き

が
基
本
と
い
う
時
代
を
生
き
た
の
で
、

電
化
製
品
を
使
わ
な
い
掃
除
に
も
あ
る

程
度
な
じ
み
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
、

掃
除
機
や
モ
ッ
プ
、
さ
ら
に
は
使
い
捨

て
で
き
る
掃
除
用
具
な
ど
が
現
れ
て
、

さ
ら
に
殺
菌
や
除
菌
と
い
っ
た
機
能
が

加
え
ら
れ
て
い
く

―
。
そ
ん
な
変
化

を
目
に
し
て
き
た
世
代
な
の
で
す
。

　

一
方
、
私
の
世
代
が
受
け
継
ぐ
こ
と

が
で
き
て
い
な
い
部
分
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
布
の
リ
サ
イ
ク
ル
で
す
。
か
つ

て
は
外
出
用
の
着
物
、
日
常
着
、
子
ど

も
用
と
服
が
傷
む
ご
と
に
仕
立
て
直
し

て
、
さ
ら
に
は
ハ
タ
キ
の
先
の
布
に
な

り
、
食
卓
や
水
回
り
な
ど
を
拭
く
布
巾
、

床
を
拭
く
雑
巾
に
な
っ
て
い
く
「
再
利

用
の
文
化
」
が
あ
っ
た
と
聞
き
ま
す
。

一
枚
の
布
を
大
事
に
し
て
最
後
ま
で
使

い
き
る
。
拭
く
と
い
う
行
為
が
、
そ
の

最
後
の
過
程
と
結
び
つ
い
て
い
る
感
覚

は
、
雑
巾
を
買
う
よ
う
に
も
な
っ
た
私

た
ち
以
降
の
世
代
で
は
す
で
に
失
わ
れ

て
い
る
は
ず
で
す
。

　

拭
く
行
為
の
背
景
と
し
て
の
変
化
に

は
、「
和
室
の
な
い
住
ま
い
」
の
広
が
り

も
あ
り
ま
す
。
少
し
前
は
、
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ

の
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ら
ば
少
な
く
と
も
１

部
屋
は
和
室
で
し
た
が
、
最
近
は
す
べ

て
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
で
、
和
室
は
オ
プ
シ

ョ
ン
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス

も
散
見
さ
れ
ま
す
。
先
日
２
０
０
人
く

ら
い
の
学
生
た
ち
の
授
業
で
、
実
家
に

和
室
が
あ
る
か
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
手

を
挙
げ
た
学
生
は
１
割
も
い
ま
せ
ん
で

し
た
。
和
室
が
な
く
な
れ
ば
、
畳
の
目

に
沿
っ
て
箒
で
掃
き
、
雑
巾
が
け
を
す

る
と
い
う
よ
う
な
掃
除
の
文
化
が
受
け

継
が
れ
る
こ
と
は
難
し
く
な
る
で
し
ょ

う
。

　

布
の
リ
サ
イ
ク
ル
、
和
室
で
の
拭
き

掃
除
と
い
っ
た
文
化
の
断
絶
は
、
残
念

で
は
あ
り
ま
す
が
し
か
た
が
な
い
こ
と

に
も
思
い
ま
す
。
伝
統
か
ら
よ
い
部
分

を
学
び
、
取
り
入
れ
る
の
は
す
ば
ら
し

い
こ
と
で
す
が
、
今
、
そ
し
て
こ
れ
か

ら
を
生
き
る
人
た
ち
に
和
裁
や
和
室
で

の
生
活
を
強
い
る
の
は
現
実
的
で
は
な

い
で
す
ね
。

裸
足
の
習
慣
が
あ
る
か
ら

「
拭
く
」は
消
え
な
い

　

で
は
、
古
く
か
ら
あ
る
掃
除
や
拭
く

文
化
は
、
な
く
な
っ
て
い
く
一
方
な
の

で
し
ょ
う
か
。
私
は
当
面
は
守
ら
れ
る

一
線
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ

は
、
日
本
に
は
「
玄
関
で
靴
を
脱
ぐ
」

と
い
う
習
慣
が
あ
る
か
ら
で
す
。

　

ベ
ッ
ド
の
上
以
外
は
屋
内
で
も
靴
を

履
く
暮
ら
し
な
ら
ば
、
部
屋
の
な
か
に

持
ち
込
ま
れ
て
溜
ま
る
塵
芥
は
増
え
ま

す
。
拭
い
た
と
し
て
も
す
ぐ
に
汚
れ
て

し
ま
う
の
で
、
毎
日
床
を
拭
い
て
き
れ

い
に
保
つ
こ
と
は
あ
ま
り
合
理
的
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
玄
関
で
靴
を

脱
ぎ
、
持
ち
込
ま
れ
る
塵
芥
を
抑
え
れ

ば
、
拭
き
掃
除
を
し
た
あ
と
も
美
し
く

保
た
れ
る
時
間
が
長
く
な
り
ま
す
。「
靴

を
脱
い
で
上
が
る
の
だ
か
ら
き
れ
い
に

し
て
お
き
た
い
」
と
い
う
心
理
も
働
く

Yoshikazu Nagai
1960年兵庫県生まれ。京都大学大学
院文学研究科博士後期課程（社会学）
学修退学。専門は大衆文化論・都市社
会学。著書に『社交ダンスと日本人』
（晶文社）、『南沙織がいたころ』（朝日
新書）、共著に『南海ホークスがあったこ
ろ』（河出文庫）など。

インタビュー

永井良和さん

関西大学社会学部教授
現代風俗研究会会員



水の文化 58号　特集「日々、拭く。」 34

で
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
が
拭
き
掃
除
に
合

理
性
を
も
た
ら
す
限
り
、
生
活
に
お
け

る
拭
き
掃
除
の
位
置
づ
け
は
大
き
く
変

わ
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

玄
関
で
靴
を
脱
ぐ
暮
ら
し
が
消
え
そ

う
な
気
配
は
あ
ま
り
な
い
で
す
ね
。
む

し
ろ
中
国
な
ど
の
海
外
で
も
採
り
入
れ

ら
れ
て
い
る
と
の
話
を
聞
く
ぐ
ら
い
で

す
。
靴
を
脱
ぐ
文
化
が
維
持
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
大
事
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る

よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

社
会
の
変
化
に
伴
い
、
掃
除
や
拭
く

文
化
が
「
消
え
る
」「
残
る
」
と
い
う
見

方
で
話
を
進
め
ま
し
た
が
、「
新
た
に
生

ま
れ
る
」
こ
と
が
な
い
の
か
考
え
て
み

た
と
き
に
思
い
浮
か
ん
だ
の
が
、
自
走

型
掃
除
機
で
し
た
。
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
や

床
に
座
ら
な
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
広

ま
り
、
か
な
り
普
及
し
て
き
て
い
ま
す

よ
ね
。
開
発
し
た
の
は
ア
メ
リ
カ
の
企

業
で
、
軍
事
用
ロ
ボ
ッ
ト
の
開
発
に
お

い
て
豊
富
な
実
績
が
あ
る
そ
う
で
す
。

自
走
型
掃
除
機
は
日
本
の
掃
除
文
化
と

は
ま
っ
た
く
違
う
ル
ー
ツ
を
も
つ
商
品

と
い
え
ま
す
。

　

私
も
１
台
持
っ
て
い
ま
す
。
若
干
大

雑
把
な
の
は
否
め
な
い
の
で
す
が
、
そ

も
そ
も
軍
事
用
だ
っ
た
と
聞
け
ば
そ
れ

も
致
し
方
な
い
の
か
な
と
思
い
つ
つ
愛

用
し
て
い
ま
す
。
自
走
型
掃
除
機
は
、

最
初
は
ご
み
や
ほ
こ
り
を
吸
い
と
る
だ

け
で
し
た
が
、
な
ん
と
後
継
機
が
拭
き

掃
除
に
対
応
し
た
の
で
す
。
こ
れ
は
ま

っ
た
く
違
う
ル
ー
ツ
を
も
つ
技
術
が
、

「
和
室
は
減
っ
た
け
れ
ど
も
拭
き
掃
除

は
健
在
」
と
い
う
今
の
日
本
に
う
ま
く

フ
ィ
ッ
ト
す
る
方
向
に
進
化
し
た
と
い

う
、
な
か
な
か
楽
し
い
話
で
す
。
こ
の

よ
う
に
、
新
た
に
生
ま
れ
る
拭
く
文
化

も
あ
る
よ
う
で
す
。

「
濡
れ
た
も
の
で
拭
く
」に

こ
だ
わ
る
理
由

　

最
後
に
、
濡
れ
た
も
の
で
拭
く
と
い

う
行
為
は
、
そ
の
背
景
や
合
理
性
の
み

に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
る
も
の
な
の
か
、

そ
の
行
為
自
体
に
意
味
は
な
い
の
か
、

そ
の
あ
た
り
を
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

布
を
水
に
浸
し
て
拭
き
、
そ
れ
を
洗
っ

て
ま
た
拭
く
と
い
う
行
為
に
、「
水
で
浄

め
る
」「
穢
れ
を
水
に
流
す
」
と
い
っ
た

古い
に
し
えの
文
化
の
気
配
を
感
じ
な
い
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
日
常
的
に

そ
う
考
え
て
拭
い
て
い
る
人
は
ほ
ぼ
い

な
い
で
し
ょ
う
。
現
実
と
は
か
け
離
れ

て
い
ま
す
か
ら
ね
。

　

基
本
的
に
は
、
ご
み
や
ほ
こ
り
を
集

め
る
う
え
で
の
効
率
性
が
、
濡
れ
た
も

の
で
拭
く
こ
と
を
人
々
が
選
ん
で
い
る

理
由
だ
と
思
い
ま
す
。
雑
巾
を
洗
っ
て

水
に
流
す
と
い
う
汚
れ
の
処
理
も
、
落

ち
葉
を
燃
や
し
た
り
、
箒
で
塵
芥
を
縁

側
か
ら
掃
き
出
し
た
り
す
る
の
と
感
覚

的
に
は
似
て
い
て
、
な
じ
み
が
い
い
よ

う
に
も
感
じ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
汚
れ
の
程
度
に
か
か
わ
ら

ず
「
掃
除
の
最
後
は
濡
れ
た
も
の
で
拭

い
て
お
き
た
い
」
と
い
う
こ
だ
わ
り
に

は
、
若
干
の
特
別
性
が
あ
る
の
は
理
解

で
き
ま
す
。

　

民
俗
学
者
の
柳
田
國
男
は
、「
日
本
人

は
な
ぜ
糊
で
固
め
た
パ
リ
パ
リ
の
浴
衣

を
着
る
の
か
」
を
考
え
、
着
物
の
ル
ー

ツ
に
そ
の
理
由
を
見
出
し
ま
し
た
。
今

で
こ
そ
浴
衣
は
木
綿
で
す
が
、
か
つ
て

日
本
で
は
シ
ナ
ノ
キ
の
よ
う
な
木
の
皮

か
ら
繊
維
を
取
り
出
し
て
衣
服
を
こ
し

ら
え
て
い
ま
し
た
。
当
然
ゴ
ワ
ゴ
ワ
し

て
い
て
痛
い
ぐ
ら
い
に
硬
い
わ
け
で
す

が
、
風
通
し
が
い
い
と
い
う
メ
リ
ッ
ト

も
あ
っ
た
の
で
す
ね
。
こ
う
い
う
素
材

な
ら
ば
、
高
温
多
湿
な
日
本
の
夏
で
も

汗
で
衣
服
が
体
に
ま
と
わ
り
つ
か
な
い
。

浴
衣
に
糊
を
あ
て
る
の
は
そ
の
名
残
だ

と
言
う
の
で
す
。
し
か
し
今

で
は
そ
う
し
た
機
能
的
な
理

由
を
知
ら
ず
と
も
、
浴
衣
は

パ
リ
パ
リ
に
し
て
着
る
の
が

あ
た
り
ま
え
だ
と
思
っ
て
い

る
人
が
ほ
と
ん
ど
で
し
ょ
う
。

　

掃
除
の
最
後
は
濡
れ
た
も

の
で
拭
く
こ
と
に
こ
だ
わ
る

の
も
、
こ
れ
と
重
な
り
ま
す
。

理
由
を
も
っ
て
普
及
し
た
文

化
が
、
生
活
に
根
づ
い
て
感

覚
化
し
、
状
況
が
多
少
変
化

し
て
も
そ
の
感
覚
だ
け
は
強

く
残
っ
て
い
る
―
―
。
そ
ん

な
現
象
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
感
覚
は
、
祖
父
や
祖
母
と
拭
き

掃
除
を
し
た
経
験
が
あ
り
、
母
親
が
濡

れ
た
布
巾
で
食
卓
を
き
れ
い
に
す
る
の

を
見
て
き
た
よ
う
な
世
代
な
ら
ば
、
普

通
に
受
け
継
ぐ
で
し
ょ
う
ね
。
雑
巾
や

布
巾
は
使
わ
ず
と
も
、
テ
ィ
ッ
シ
ュ
ペ

ー
パ
ー
に
ア
ル
コ
ー
ル
を
吹
き
か
け
て

拭
く
世
代
も
、
ギ
リ
ギ
リ
受
け
継
ぐ
で

し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
の
先
は
ど
う
な

る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
私
の
世
代
が
そ

の
行
く
末
を
見
届
け
る
の
は
、
ち
ょ
っ

と
難
し
そ
う
で
す
ね
。

（
２
０
１
７
年
12
月
14
日
取
材
）現代社会

「玄関で靴を脱ぐ」という習慣がある限り、
「拭く」行為はなくならないだろう
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拭
く
行
為
に
お
け
る

日
本
の
水
事
情

　

な
ぜ
人
は
「
拭
く
」
の
だ
ろ
う
か
。

そ
ん
な
疑
問
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
今

回
の
特
集
。
水
や
水
分
が
介
在
す
る

こ
と
も
多
い
拭
く
と
い
う
行
為
を
考

え
る
と
、
そ
の
裏
に
何
か
関
係
性
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
取
材
を
重
ね

た
結
果
、
見
え
て
き
た
こ
と
が
あ
る
。

　

山
折
哲
雄
さ
ん
は
イ
ン
ド
の
ベ
ナ

レ
ス
の
温
泉
を
例
に
し
つ
つ
、「
日
本

の
温
泉
も
か
つ
て
は
外
面
と
内
面
の

穢
れ
を
同
時
に
洗
い
流
し
、
拭
い
去

る
場
所
だ
っ
た
」
と
指
摘
し
た
。
拭

き
掃
除
の
基
本
は
水
拭
き
と
考
え
る

小
泉
和
子
さ
ん
は
、
そ
の
理
由
と
し

て
日
本
な
ら
で
は
の
「
多
湿
な
風

土
」
と
「
水
に
恵
ま
れ
た
環
境
」
を

挙
げ
た
。
自
然
を
神
聖
視
す
る
日
本

で
穢
れ
を
落
と
し
浄
め
る
に
は
、
や

は
り
水
が
不
可
欠
な
の
だ
。

　

そ
し
て
、「
水
が
ふ
ん
だ
ん
に
使
え

る
日
本
の
今
の
環
境
が
少
し
特
殊
な

の
か
も
し
れ
な
い
」
と
考
え
さ
せ
ら

れ
た
の
は
、
鈴
木
禎
宏
さ
ん
が
国
際

結
婚
の
ト
ラ
ブ
ル
例
と
し
て
明
か
し

た
「
食
器
の
洗
い
方
の
違
い
」。
水

の
使
い
方
に
対
す
る
根
本
的
な
違
い

を
感
じ
る
。

　

一
方
、
家
庭
紙
の
歴
史
を
研
究
す

る
関
野
勉
さ
ん
に
は
、
世
界
中
の
拭

く
道
具
が
多
様
で
あ
る
こ
と
を
教
え

ら
れ
た
。
日
本
と
同
じ
よ
う
に
紙
を

使
っ
て
拭
く
人
た
ち
は
、
想
像
し
て

い
た
よ
り
も
ず
っ
と
少
な
い
。
そ
の

国
の
経
済
状
況
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

紙
は
そ
も
そ
も
水
が
乏
し
い
と
つ
く

れ
な
い
と
い
う
事
実
は
、
気
候
風
土

が
拭
く
行
為
に
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響

を
与
え
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

住
宅
の
変
化
に
伴
う

拭
く
道
具
の
変
容

　

拭
く
行
為
を
考
え
る
と
き
に
外
せ

な
い
の
は
「
道
具
」
だ
。
小
泉
さ
ん

が
つ
ま
び
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
拭

く
道
具
は
時
代
と
と
も
に
変
わ
っ
て

い
る
。

　

例
え
ば
拭
く
道
具
の
代
表
格
と
も

い
え
る
雑
巾
に
異
変
が
起
き
て
い
る
。

大
型
の
雑
貨
店
や
１
０
０
円
シ
ョ
ッ

プ
の
棚
を
見
る
と
雑
巾
の
種
類
の
少

な
さ
に
驚
く
だ
ろ
う
。

　

代
わ
り
に
、
機
能
性
の
あ
る
化
学

繊
維
を
用
い
た
布
や
、
膝
を
つ
か
ず

に
立
っ
た
ま
ま
床
を
拭
く
こ
と
が
で

き
る
モ
ッ
プ
タ
イ
プ
が
バ
リ
エ
ー
シ

ョ
ン
豊
か
に
並
ぶ
。
そ
れ
は
日
本
の

住
宅
か
ら
畳
の
あ
る
部
屋
が
減
り
、

フ
ロ
ー
リ
ン
グ
が
中
心
と
な
っ
た
か

ら
だ
。
さ
ら
に
、
住
宅
の
構
造
そ
の

も
の
が
ひ
と
昔
前
に
比
べ
る
と
大
き

く
変
わ
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
気
づ
か
さ
れ
た
の
は
、
展

示
品
撮
影
の
た
め
に
訪
れ
た
ダ
ス
キ

ン
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
の
こ
と
。
ダ
ス

キ
ン
の
モ
ッ
プ
と
い
え
ば
黄
色
の
イ

メ
ー
ジ
が
あ
る
け
れ
ど
、
今
は
赤
色

や
紫
色
な
ど
の
濃
色
で
あ
る
。
な
ぜ

か
？

　

か
つ
て
日
本
の
住
宅
は
隙
間
が
多

く
、
室
内
の
塵
芥
は
外
か
ら
舞
い
込

む
砂
ぼ
こ
り
が
主
だ
っ
た
。
だ
か
ら

砂
を
認
識
し
や
す
い
よ
う
に
モ
ッ
プ

は
黄
色
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
今
は
、

冷
暖
房
の
効
率
を
高
め
る
た
め
に
建

具
や
天
井
、
床
と
の
ジ
ョ
イ
ン
ト
部

分
の
隙
間
を
少
な
く
し
た
高
気
密
住

宅
が
広
ま
り
、
塵
芥
は
砂
で
は
な
く

綿
ぼ
こ
り
が
中
心
と
な
っ
た
。
綿
ぼ

こ
り
が
き
ち
ん
と
と
れ
て
い
る
か
を

確
認
す
る
に
は
、
黄
色
よ
り
も
赤
色

や
紫
色
の
方
が
よ
く
見
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
拭
く
道
具
は
今
も

刻
々
と
変
わ
り
つ
づ
け
て
い
る
。
し

か
し
、
使
う
側
の
心
理
面
で
は
変
わ

ら
な
い
も
の
も
あ
る
。

「
清
浄
文
化
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
す

る
花
王
が
１
９
９
４
年
に
発
売
し
た

フ
ロ
ー
リ
ン
グ
用
の
「
ク
イ
ッ
ク
ル

ワ
イ
パ
ー
」
は
、「
い
つ
で
も
、
誰
で

も
、
サ
ッ
と
手
軽
に
使
え
る
」
製
品

と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

発
売
当
初
は
ド
ラ
イ
シ
ー
ト
（
乾
式
）

の
み
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
「
濡
れ
た

も
の
で
拭
き
た
い
」
と
い
う
要
望
が

多
く
、
ウ
エ
ッ
ト
シ
ー
ト
（
湿
式
）

を
「
後
出
し
」
す
る
。
こ
れ
が
好
評

を
得
て
、
現
在
の
シ
ェ
ア
は
ほ
ぼ

半
々
と
い
う
。

　

永
井
良
和
さ
ん
が
述
べ
た
「
濡
れ

た
も
の
で
拭
き
た
い
と
い
う
日
本
人

の
こ
だ
わ
り
」
は
、
こ
こ
に
も
現
れ

て
い
る
。

ア
ナ
ロ
グ
的
で
も

理
に
か
な
っ
た
行
為

　

最
近
、
汗
拭
き
シ
ー
ト
を
使
う
男

性
が
増
え
て
い
る
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
（
ス
マ
ホ
）
を
こ
ま
め
に
拭
く
人
も

多
い
。
ス
マ
ホ
は
数
十
年
前
に
は
考

え
ら
れ
な
か
っ
た
「
夢
の
よ
う
な
道

具
」
だ
が
、
熱
中
し
す
ぎ
る
と
危
う

い
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
鈴

木
さ
ん
が
言
及
し
た
「
今
、
こ
こ
」

と
い
う
感
覚
が
薄
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

「
Ｚ
‐
１
グ
ラ
ン
プ
リ
」
で
タ
イ
ム

ト
ラ
イ
ア
ル
を
終
え
て
、
ク
タ
ク
タ

な
の
に
笑
み
が
こ
ぼ
れ
る
参
加
者
の

表
情
は
実
に
清
々
し
か
っ
た
。
時
間

に
し
て
ほ
ん
の
数
十
秒
で
も
、
邪
念

な
く
、
拭
く
こ
と
に
集
中
す
る
こ
と

が
あ
る
種
の
浄
化
を
も
た
ら
す
の
で

は
な
い
か
。
真
剣
に
拭
い
て
、
意
識

を
「
今
、
こ
こ
」
に
集
中
す
る
こ
と

は
理
に
か
な
っ
た
行
為
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
、
拭
い
て
手
入
れ
を
す
れ
ば
、

大
事
に
し
よ
う
と
い
う
気
も
起
き
る
。

そ
れ
は
自
分
と
周
囲
の
生
活
を
大
事

に
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
手

や
体
を
使
っ
て
拭
く
ア
ナ
ロ
グ
な
行

為
と
も
い
え
る
雑
巾
が
け
が
、
今
も

な
お
禅
宗
の
僧
侶
た
ち
の
修
行
の
一

環
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
に

は
き
っ
と
理
由
が
あ
る
は
ず
だ
。

　

そ
の
雑
巾
に
つ
い
て
、
当
セ
ン
タ

ー
の
Ｗｅ
ｂ
サ
イ
ト
「
水
の
風
土
記
・

人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
に
も
ご
登
場
い

た
だ
い
た
山
口
昌
伴
さ
ん
が
、
自
著

『
水
の
道
具
誌
』（
岩
波
書
店
２
０
０
６
）

の
な
か
で
こ
う
記
し
て
い
る
。

「
水
を
吸
っ
て
働
く
布
き
れ
、
そ
の

湿
り
が
微
塵
を
か
ら
め
と
る
。
保
水

す
る
布
き
れ
」

　

雑
巾
の
特
徴
を
、
そ
し
て
水
と
の

関
係
性
を
的
確
に
捉
え
た
表
現
だ
。

も
ち
ろ
ん
乾か

ら

拭
き
に
も
大
事
な
役
目

は
あ
る
け
れ
ど
、
私
た
ち
に
は
な
ぜ

か
「
最
後
は
濡
れ
た
も
の
で
拭
い
て

さ
っ
ぱ
り
し
た
い
」
と
い
う
欲
求
が

あ
る
。
水
を
布
に
含
ま
せ
、
そ
の
湿

り
気
で
ほ
こ
り
を
拭
い
、
そ
し
て
水

を
介
し
て
流
し
去
る
。
拭
く
と
い
う

行
為
に
は
、
や
は
り
水
と
は
切
っ
て

も
切
れ
な
い
関
係
が
あ
っ
た
。
そ
し

て
レ
バ
ー
一
つ
で
水
が
ほ
と
ば
し
る

今
の
生
活
を
当
た
り
前
と
思
わ
ず
に
、

拭
く
に
事
欠
か
な
い
、
恵
ま
れ
た
水

環
境
そ
の
も
の
に
も
感
謝
し
た
い
。

「
拭
く
」
と
「
水
」
の
切
り
離
せ
な
い
関
係

編
集
部

文化をつくる
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ガ
ン
ジ
ス
川
の
流
れ

　

ガ
ン
ジ
ス
川
の
流
れ
は
、
延
長
約
２
５
０
０
㎞
、
流
域
面
積
約
１
７
３
万
㎢
で
あ
り
、

そ
の
水
源
か
ら
河
口
ま
で
、
中
国
、
ネ
パ
ー
ル
、
ブ
ー
タ
ン
、
イ
ン
ド
、
バ
ン
グ
ラ
デ

シ
ュ
の
５
カ
国
を
流
域
に
抱
え
る
国
際
河
川
で
あ
る
。
そ
の
流
れ
を
、
児
童
書
、
デ
イ

ビ
ッ
ド
・
カ
ミ
ン
グ
著
『
ガ
ン
ジ
ス
川
』（
偕
成
社
・
１
９
９
５
年
）
か
ら
追
っ
て
み
る
。　

　

ガ
ン
ジ
ス
川
の
水
源
で
あ
る
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
の
ガ
ン
ゴ
ト
リ
氷
河
（
標
高
４
２
５
５

ｍ
）
か
ら
溶
け
た
水
が
、
バ
ー
ギ
ラ
テ
ィ
川
を
下
り
ア
ラ
カ
ナ
ン
ダ
川
と
合
流
し
、
こ

こ
か
ら
ガ
ン
ジ
ス
川
と
な
る
。
氷
河
か
ら
５
０
０
㎞
下
る
と
ハ
ル
ド
ワ
ー
ル
の
町
に
入

り
、
こ
の
地
は
氷
河
と
の
標
高
差
が
３
８
０
０
ｍ
も
あ
り
、
平
坦
な
土
地
を
ゆ
っ
た
り
流

れ
る
。
ベ
ン
ガ
ル
湾
に
注
ぐ
ま
で
の
残
り
の
約
２
０
０
０
㎞
で
は
、
高
度
差
は
３
０
０
ｍ

し
か
な
い
。
ハ
ル
ド
ワ
ー
ル
に
１
８
５
４
年
に
建
設
さ
れ
た
上
ガ
ン
ジ
ス
用
水
路
は
、

灌
漑
用
水
と
し
て
60
万
７
５
０
０
ha
を
潤
し
、
水
力
発
電
用
の
ダ
ム
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。

　

ガ
ン
ジ
ス
川
は
、
バ
ラ
ナ
シ
（
ベ
ナ
レ
ス
）
を
下
り
、
さ
ら
に
、
沐
浴
の
街
パ
ト
ナ
で

は
、
ガ
ガ
ラ
川
、
ガ
ン
ダ
ク
川
、
ソ
ン
川
な
ど
と
合
流
す
る
。
大
河
に
な
っ
た
ガ
ン
ジ

ス
川
は
ヒ
ン
ド
ス
タ
ン
平
原
を
蛇
行
し
な
が
ら
流
れ
、
こ
の
あ
た
り
は
頻
繁
に
氾
濫
し

流
れ
を
変
え
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

パ
ト
ナ
か
ら
下
る
と
、
ガ
ン
ジ
ス
川
は
、
二
つ
の
流
れ
に
分
か
れ
る
。
一
つ
は
イ
ン

ド
の
国
境
を
越
え
、
ブ
ラ
マ
プ
ト
ラ
川
と
合
流
し
て
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
に
向
か
っ
て
流

れ
る
パ
ド
マ
川
、
も
う
一
つ
は
南
へ
向
か
う
フ
ー
グ
リ
川
で
あ
る
。
ガ
ン
ジ
ス
川
の
河

口
（
パ
ド
マ
川
・
フ
ー
グ
リ
川
）
は
、
７
７
０
０
㎢
に
及
ぶ
広
大
な
デ
ル
タ
地
帯
で
あ
る
。

川
は
、
た
く
さ
ん
の
細
い
流
れ
に
な
っ
て
50
以
上
も
あ
る
島
の
間
を
迷
路
の
よ
う
に
流

れ
る
。
海
水
と
混
じ
り
合
っ
た
世
界
最
大
級
の
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
の
密
林
が
広
が
る
。
ま

た
、
上
流
か
ら
の
土
砂
の
流
れ
が
海
底
扇
状
地
を
形
成
し
て
い
る
。

　

ガ
ン
ジ
ス
の
気
候
は
、
冬
は
温
暖
で
雨
は
ほ
と
ん
ど
降
ら
な
い
。
春
は
日
中
の
気
温

が
40
℃
ま
で
上
が
る
。
夏
は
モ
ン
ス
ー
ン
の
影
響
で
、
ヒ
ン
ド
ス
タ
ン
平
原
で
３
０
０

～
４
０
０
㎜
ほ
ど
雨
が
降
り
、
モ
ン
ス
ー
ン
の
勢
力
が
強
す
ぎ
る
と
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ

ュ
は
低
平
地
の
た
め
国
土
の
80
％
が
水
び
た
し
と
な
る
。
イ
ン
ド
の
農
業
は
モ
ン
ス
ー

ン
の
雨
が
頼
り
で
、
雨
が
少
な
い
と
１
５
０
０
万
人
の
農
民
が
失
業
す
る
と
い
う
。

　

ジ
ー
ナ
・
ダ
グ
ラ
ス
著
『
ガ
ン
ジ
ス
川
』（
帝
国
書
院
・
１
９
８
７
年
）
で
は
、
ガ
ン
ジ
ス

の
流
れ
に
沿
っ
て
、
都
市
を
紹
介
す
る
。
最
初
の
聖
地
プ
ラ
ヤ
ー
グ
か
ら
下
り
、
ハ
ル
ド

ワ
ー
ル
で
「
ビ
シ
ュ
ヌ
神
の
門
」
と
い
う
峡
谷
を
抜
け
出
て
カ
ー
ン
プ
ル
を
下
り
、
デ
リ

ー
や
ア
グ
ラ
の
都
市
を
流
れ
て
き
た
ジ
ャ
ナ
ム
川
が
ガ
ン
ジ
ス
川
と
合
流
す
る
ア
ラ
ハ
バ

ー
ド
は
、
聖
地
で
あ
り
、
陰
暦
の
12
年
ご
と
に
行
な
わ
れ
る
ク
ン
ブ
メ
ラ
の
祭
り
で
は
、

最
盛
時
に
は
１
０
０
０
万
人
が
沐
浴
し
た
と
い
う
。
さ
ら
に
下
り
、
シ
ヴ
ァ
の
神
の
都
バ

ラ
ナ
シ
は
川
幅
が
広
く
な
り
、
釈
迦
が
初
説
法
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
、
巡
礼
者
の
聖

地
で
あ
る
。
ガ
ン
ジ
ス
川
は
パ
ト
ナ
を
下
り
、
モ
ン
ギ
ー
ル
を
過
ぎ
、
デ
ル
タ
地
帯
の
バ

ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
に
入
り
、
ベ
ン
ガ
ル
湾
に
注
ぎ
、
延
長
２
５
０
０
㎞
の
旅
を
終
え
る
。

ガ
ン
ジ
ス
巡
礼

　

イ
ン
ド
の
人
口
は
、
２
０
１
３
年
現
在
13
億
３
９
０
０
万
人
で
、
そ
の
う
ち
の
約
78
％

が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
で
あ
る
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
は
、
身
分
の
低
い
階
級
の
者
で
も
、
生

き
て
い
る
間
よ
い
こ
と
を
し
て
お
け
ば
、
死
ん
だ
後
で
も
生
ま
れ
変
わ
る
と
信
じ
ら
れ

て
い
る
。
た
く
さ
ん
の
神
が
崇
拝
さ
れ
る
多
神
教
で
あ
る
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
で
は
、
ガ

ン
ジ
ス
川
は
神
聖
な
川
と
な
さ
れ
、
教
徒
た
ち
は
、
毎
日
ガ
ン
ガ
ー
の
女
神
に
祈
り
を

捧
げ
、
死
後
は
死
体
を
焼
い
た
灰
を
川
に
ま
い
て
ほ
し
い
と
の
願
い
を
も
っ
て
い
る
。

　

中
村 

元
・
肥
塚 

隆
著
『
ガ
ン
ジ
ス
の
聖
地
』（
講
談
社
・
１
９
７
９
年
）
に
は
、「
ガ
ン

ジ
ス
川
の
降
下
」
の
神
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ガ
ン
ジ
ス
川
は
、
元
は
天
界
の
メ
ー
ル

山
頂
に
あ
る
ブ
ラ
フ
マ
ー
神
の
都
城
を
巡
っ
て
流
れ
る
川
で
あ
っ
た
が
、
バ
ギ
ー
ラ
タ

の
長
年
に
わ
た
る
苛
酷
な
苦
行
に
よ
っ
て
シ
ヴ
ァ
神
の
頭
上
に
降
り
、
そ
の
頭
髪
か
ら

地
上
に
流
れ
出
し
た
と
い
う
。
ガ
ン
ジ
ス
川
は
、
す
べ
て
の
汚
れ
と
罪
を
洗
い
流
し
て

く
れ
る
地
上
の
聖
河
と
な
り
、
巡
礼
者
は
ガ
ン
ジ
ス
川
の
沐
浴
祭
に
参
加
す
る
。
児
童

書
と
し
て
、
寮
美
千
子
・
文
『
天
か
ら
お
り
て
き
た
河
―
イ
ン
ド
・
ガ
ン
ジ
ス
神
話
』

（
長
崎
出
版
・
２
０
１
３
年
）
が
あ
る
。

　

直
田
龍
作
著
『
河
へ
の
祈
り　

ガ
ン
ジ
ス
巡
礼
』（
ク
レ
オ
・
１
９
９
７
年
）
は
、
ガ
ン

ジ
ス
川
源
流
ゴ
ー
ム
ク
か
ら
小
川
で
洗
濯
す
る
女
た
ち
（
ス
キ
村
）、
沐
浴
祭
で
野
営
す

る
巡
礼
者
（
プ
ラ
ヤ
ー
グ
）、
ガ
ン
ジ
ス
川
に
祈
り
を
捧
げ
る
男
（
バ
ラ
ナ
シ
）、
荼だ

毘び

に

付
さ
れ
る
死
者
（
コ
ル
カ
タ
）、
水
を
運
ぶ
女
と
農
村
の
風
景
（
ハ
ル
デ
ィ
ア
）、
祭
り
の

古賀 邦雄
こが くにお

古賀河川図書館長
水・河川・湖沼関係文献研究会
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会に所属。2008年5月に収集した書籍
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日
、
聖
な
る
水
を
被
る
女
達
（
ガ
ン
ガ
サ
ー
ガ
ル
）
な
ど
、
沐
浴
で
輪
廻
に
生
き
る
人
々

を
捉
え
る
。
巡
礼
者
の
若
者
が
、
老
い
た
母
を
川
ま
で
運
び
、
沐
浴
さ
せ
て
、
そ
こ
で

安
ら
か
な
死
を
迎
え
さ
せ
る
の
が
親
孝
行
と
言
わ
れ
る
。

　

同
様
に
、
ラ
グ
ビ
ー
ル
・
シ
ン
著
『
ガ
ン
ジ
ス
』（
岩
波
書
店
・
１
９
９
２
年
）
は
、
ガ

ン
ジ
ス
の
巡
礼
者
を
撮
っ
た
写
真
集
で
あ
る
が
、
あ
え
て
、
そ
の
道
す
が
ら
の
風
景
と

し
て
、
ガ
ン
ゴ
ト
リ
氷
河
、
ガ
ン
ゴ
ト
の
滝
、
ダ
ム
計
画
（
テ
ー
リ
）、
村
の
学
校
（
シ

ン
ギ
ラ
プ
ー
ル
）、
穀
倉
（
パ
ト
ナ
）、
モ
ン
ス
ー
ン
の
雨
に
遭
っ
た
女
達
（
モ
ン
ギ
ー
ル
）、

チ
ェ
ス
を
さ
す
人
（
バ
ラ
ナ
シ
）、
漁
師
と
小
舟
（
西
ベ
ン
ガ
ル
）、
ハ
ウ
ラ
橋
の
ラ
ッ
シ

ュ
ア
ワ
ー
（
コ
ル
カ
タ
）、
ト
ラ
ッ
ク
に
描
か
れ
た
川
に
浮
か
ぶ
船
（
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
）、

帆
か
け
舟
と
フ
ェ
リ
ー
・
ボ
ー
ト
（
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
河
口
部
）
な
ど
を
追
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
光
景
は
巡
礼
者
た
ち
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
洪
水
の
川
に
浸
り
な
が

ら
、
な
お
、
祈
り
つ
づ
け
る
巡
礼
者
に
は
驚
く
。

　

野
町
和
嘉
著
『
ガ
ン
ジ
ス
』（
新
潮
社
・
２
０
１
１
年
）
は
、
ガ
ン
ジ
ス
川
で
の
巡
礼
者

沐
浴
の
写
真
集
で
あ
る
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
：
氷
河
の
一
滴
よ
り
は
じ
ま
る
神
話
、
ク
ン
ブ
メ

ラ
：
奇
跡
の
水
、
い
の
ち
の
輝
き
、
バ
ラ
ナ
シ
：
彼
岸
と
此
岸
を
結
ぶ
ガ
ー
ト
、
ビ
ハ

ー
ル
：
田
園
を
貫
く
巡
礼
の
道
、
ベ
ン
ガ
ル
：
大
河
の
終
焉
、
永
遠
の
大
海
へ
と
、
穢

れ
を
流
す
数
千
万
の
巡
礼
者
の
生
と
死
を
３
年
間
に
わ
た
っ
て
執
拗
に
写
し
出
す
。

　

こ
の
書
の
終
わ
り
に
、
野
町
和
嘉
氏
は
述
べ
て
い
る
。

「
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
雪
解
け
水
に
始
ま
る
ガ
ン
ジ
ス
の
流
れ
、
生
命
を
育
み
、
人
々
の
願
望
と

来
世
へ
の
祈
り
を
託
さ
れ
て
流
れ
ゆ
く
間
に
、
そ
の
底
流
に
は
、
イ
ン
ド
社
会
に
堆
積
し

た
悲
惨
や
汚
穢
か
ら
な
る
泥
の
層
を
堆
積
さ
せ
、
河
口
へ
と
押
し
流
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

恍
惚
の
沐
浴
絵
図
を
眺
め
な
が
ら
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
巡
礼
者
た
ち
が
こ
う
し
て

一
同
に
祈
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
自
身
の
心
の
浄
化
の
一
方
で
、
汚
穢
を
底
流
に
含

ん
だ
ガ
ン
ジ
ス
の
流
れ
を
、
じ
つ
は
精
神
の
フ
ィ
ル
タ
ー
に
よ
り
、
浄
め
海
に
還
し
て

い
る
の
で
な
い
か
、
と
思
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
、
浄
化
さ
れ
た
水
は
や
が
て
天

に
の
ぼ
り
、
モ
ン
ス
ー
ン
の
雨
と
な
っ
て
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
峰
々
に
降
り
注
ぎ
、
ガ
ン
ジ
ス

の
聖
水
と
し
て
甦
る
の
で
あ
る
。
ガ
ン
ガ
ー
女
神
、
永
遠
の
輪
廻
転
生
。」

　

白
石
凌
海
著
『
イ
ン
ド　

輪
廻
に
生
き
る　

大
沐
浴
祭
』（
明
石
書
店
・
２
０
０
２
年
）

に
よ
る
と
、
人
生
生
老
病
死
で
あ
り
、
死
す
べ
き
時
が
来
た
と
き
、
イ
ン
ド
の
古
い
聖

典
に
は
、
死
へ
の
決
心
を
し
て
、
東
北
に
旅
立
つ
。
肉
体
を
放
棄
し
た
者
は
、
悲
し
み

と
恐
れ
の
な
い
、
梵
天
に
向
上
す
る
と
い
う
。
ガ
ン
ジ
ス
の
流
れ
に
浸
り
、
た
だ
ガ
ン

ガ
ー
の
女
神
に
祈
り
つ
づ
け
る
、
そ
れ
が
ま
た
輪
廻
転
生
に
つ
な
が
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

イ
ン
ド
の
農
業
用
水
と
水
問
題

　

イ
ン
ド
の
灌
漑
地
面
積
は
、
１
９
８
５
年
に
お
い
て
純
作
付
面
積
１
億
４
０
０
０
万
ha

の
30
％
に
あ
た
る
４
２
０
０
万
ha
が
灌
漑
さ
れ
て
い
る
。
多
田
博
一
著
『
イ
ン
ド
の
大

地
と
水
』（
日
本
経
済
評
論
社
・
１
９
９
２
年
）
に
は
、
灌
漑
用
水
と
し
て
、
ヤ
ム
ナ
ー
河
か

ら
分
水
す
る
西
ヤ
ム
ナ
ー
用
水
路
、
東
ヤ
ム
ナ
ー
用
水
路
、
ガ
ン
ガ
ー
河
か
ら
引
水
す

る
上
ガ
ン
ガ
ー
用
水
路
な
ど
に
よ
り
、
導
水
さ
れ
て
い
る
と
あ
る
。

　

イ
ギ
リ
ス
統
治
下
に
お
け
る
近
代
的
な
河
川
用
水
路
の
灌
漑
技
術
の
確
立
過
程
、
ガ

ン
ガ
ー
用
水
路
建
設
な
ど
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
灌
漑
技
術
の
拡
大
、
独
立
後
の
イ
ン

ド
に
お
け
る
灌
漑
技
術
の
問
題
（
連
邦
と
州
と
の
関
係
、
政
府
灌
漑
施
設
の
維
持
管
理
）
な
ど

を
述
べ
る
。

　

同
著
『
イ
ン
ド
の
水
問
題
―
州
際
河
川
水
紛
争
を
中
心
に
』（
創
土
社
・
２
０
０
５
年
）

で
は
、
１
９
４
７
年
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
か
ら
独
立
後
、
イ
ン
ド
の
人
口
は
増
加
の
一
途

を
た
ど
り
、
産
業
の
発
展
に
伴
い
水
の
需
要
も
ま
た
増
大
し
、
州
際
の
水
紛
争
が
生
じ

た
。
イ
ン
ド
政
府
は
１
９
５
６
年
州
際
水
紛
争
法
を
制
定
し
、
州
際
河
川
、
流
域
の
水

資
源
保
全
、
灌
漑
、
排
水
、
水
力
発
電
、
舟
運
、
植
林
、
土
壌
保
全
、
水
質
汚
濁
防
止

を
図
っ
て
い
る
。
五
つ
の
河
川
、
ク
リ
シ
ュ
ナ
ー
河
、
ゴ
ダ
ー
ヴ
ァ
リ
河
、
ラ
ー
ヴ
ィ

ー
・
ビ
ア
ー
ス
河
、
ナ
ル
マ
ダ
ー
河
は
こ
の
法
が
適
用
さ
れ
た
。
水
不
足
に
対
応
す
る

た
め
に
、
河
川
連
結
・
流
域
変
更
の
こ
と
も
詳
述
す
る
。

ガ
ン
ジ
ス
川
の
国
際
水
紛
争

　

イ
ン
ド
で
は
州
際
の
水
紛
争
の
協
議
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
ガ
ン
ジ
ス
川
は
国

際
河
川
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
中
国
、
ネ
パ
ー
ル
、
ブ
ー
タ
ン
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
と
の

国
家
間
の
利
害
の
争
い
は
絶
え
な
い
。

　

ヘ
ザ
ー
・
Ｌ
・
ビ
ー
チ
他
著
『
国
際
水
紛
争
事
典
』（
ア
サ
ヒ
ビ
ー
ル
・
２
０
０
３
年
）、

ア
シ
ッ
ト
・
Ｋ
・
ビ
ス
ワ
ス
／
橋
本
強
司
編
著
『
21
世
紀
の
ア
ジ
ア
国
際
河
川
開
発
』

（
勁
草
書
房
・
１
９
９
９
年
）
に
よ
り
、
水
紛
争
を
見
て
み
た
い
。
イ
ン
ド
は
バ
ン
グ
ラ
デ

シ
ュ
の
合
意
な
し
に
、
ガ
ン
ジ
ス
川
分
流
の
フ
ァ
ラ
ッ
カ
に
ダ
ム
を
建
設
・
運
営
し
て

い
る
。
こ
の
た
め
、「
ガ
ン
ジ
ス
川
水
協
定
」
が
締
結
さ
れ
た
。
フ
ァ
ラ
ッ
カ
に
お
い
て

ガ
ン
ジ
ス
川
の
水
を
分
け
合
う
こ
と
、
乾
期
に
お
け
る
ガ
ン
ジ
ス
川
の
増
水
に
つ
い
て
、

長
期
的
な
解
決
策
を
編
み
出
す
こ
と
。
な
お
、
協
議
が
続
い
て
い
る
。

　

エ
レ
ン
・
ウ
ォ
ー
ル
著
（
穴
水
由
紀
子
訳
）『
世
界
の
大
河
で
何
が
起
き
て
い
る
の
か
―

河
川
の
開
発
と
分
断
が
も
た
ら
す
環
境
へ
の
影
響
』（
一
灯
舎
・
２
０
１
５
年
）
は
、
イ
ン

ド
の
フ
ァ
ラ
ッ
カ
ダ
ム
が
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
は
河
川

改
修
を
巡
る
問
題
で
あ
り
、
特
に
乾
期
の
流
量
が
少
な
い
期
間
に
国
家
間
お
よ
び
地
域

間
で
水
を
公
平
に
分
配
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
、
さ
ら
に
ガ
ン
ジ
ス
川
沿
岸
の
洪
水
被

害
を
減
ら
す
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。

　

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
洪
水
対
策
に
つ
い
て
は
、
リ
バ
ー
フ
ロ
ン
ト
整
備
セ
ン
タ
ー
編
・

発
行
『
Ｆ
Ｒ
Ｏ
Ｎ
Ｔ  

特
集
ガ
ン
ジ
ス
河
』（
２
０
０
３
年
）
で
、
井
山
聡
氏
は
、
各
国
の

援
助
に
よ
り
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
住
民
の
連
携
に
よ
る
、
避
難
場
所
兼
学
校
、
道
路
の
建
設
な
ど

の
洪
水
対
策
、
あ
る
い
は
職
業
訓
練
、
小
規
模
融
資
な
ど
の
生
活
向
上
対
策
を
図
り
、

住
民
の
自
助
、
互
助
の
力
も
引
き
出
さ
せ
る
シ
ス
テ
ム
づ
く
り
が
肝
要
で
あ
る
と
説
く
。

　

最
後
に
、
洪
水
に
め
げ
ず
に
生
活
す
る
人
々
の
姿
を
描
く
、
写
真
・
吉
村　

繁
／
文
・

白
石
か
ず
こ
、
臼
田
雅
之
『
水
と
大
地
の
詩
―
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
』（
岩
波
書
店
・
１
９
９

５
年
）
を
掲
げ
る
。
生
と
死
を
共
に
流
る
る
ガ
ン
ジ
ス
川
の
流
れ
に
想
い
は
尽
き
な
い
。

〈
ガ
ン
ジ
ス
は
動
詞
の
川
ぞ
歯
を
磨
く
体
を
洗
う
洗
濯
物
を
す
る
〉

　
（
俵 

万
智
著
『
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
革
命
』
よ
り
）
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映
画『
二
十
四
の
瞳
』で

一
大
観
光
地
に

　
「
当
時
の
小
豆
島
は
、
風
光
明
媚
で

は
あ
っ
た
が
、
丸ま
る
き
ん金

醤
油
と
わ
ず
か
の

塩
と
オ
リ
ー
ヴ
の
実
が
生
産
さ
れ
る
だ

け
で
、
訪
ね
る
人
は
八
十
八
カ
所
め
ぐ

り
を
す
る
お
遍
路
さ
ん
く
ら
い
、
ガ
サ

つ
い
た
東
京
か
ら
繰
り
込
ん
だ
撮
影
隊

の
眼
に
は
、
風
景
は
美
し
い
が
、
全
く

文
化
果
つ
る
村
と
い
う
感
が
あ
っ
た
。」

　

こ
の
「
当
時
」
と
は
１
９
５
３
年

（
昭
和
28
）。
木
下
惠
介
監
督
で
大
ヒ
ッ
ト

し
た
『
二
十
四
の
瞳
』。
主
演
女
優
の

高
峰
秀
子
は
、
後
年
『
わ
た
し
の
渡
世

日
記
』
で
小
豆
島
の
印
象
を
こ
う
記
し

た
。
こ
の
映
画
の
ヒ
ッ
ト
を
機
に
小
豆

島
は
観
光
の
島
と
な
っ
た
。
あ
れ
か
ら

約
65
年
。
２
０
１
６
年
の
小
豆
島
観
光

客
は
約
１
１
４
万
人
。
オ
リ
ー
ブ
、
し

ょ
う
ゆ
、
そ
う
め
ん
、
佃
煮
と
多
彩
な

顔
を
も
つ
。
こ
こ
に
も
い
る
オ
モ
シ
ロ

イ
事
業
者
た
ち
が
、
小
豆
島
の
魅
力
化

へ
突
き
動
か
し
た
力
は
何
か
？

質にこだわらずには
いられない文化
─オリーブ・しょうゆ・ジェラート（香川県小豆郡小豆島）

中庭 光彦
なかにわ  みつひこ

多摩大学経営情報学部
事業構想学科教授
1962年東京都生まれ。中央大学大
学院総合政策研究科博士課程退学。
専門は地域政策・観光まちづくり。
郊外・地方の開発政策史研究を続
ける一方、1998年からミツカン水の
文化センターの活動に携わり、2014
年からアドバイザー。『コミュニティ
3.0─地域バージョンアップの論
理』（水曜社 2017）など著書多数。

 二十四の瞳映画村

土庄港

大部港 福田港

草壁港池田港

  坂手港

小豆島

日
生
へ

姫路へ

岡
山
へ

神戸へ

高
松
へ

高
松
へ

高
松
へ

豊島へ MINORI 
GELATO

ヤマロク醤油井上誠耕園

小豆島の高台から望むオリーブ畑と瀬戸内海

人口減少期の地域政策
を自治体などに提案する
中庭光彦さんが、「地域
の魅力」を支える資源やし
くみを解き明かす連載で
す。今回は瀬戸内海に浮
かぶ小豆島を訪ねました。
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実
は
同
じ
発
想
の

ジ
ェラ
ー
ト
と
カ
ク
テ
ル

　

小
豆
島
に
は
土と

の
し
ょ
う庄港

、
池
田
港
、
草

壁
港
、
坂
手
港
、
福
田
港
、
大
部
港
と

い
く
つ
も
の
港
が
あ
り
、
瀬
戸
内
海
の

中
継
点
だ
。
各
港
ま
ち
が
高
松
や
神
戸
、

姫
路
、
日
生
、
岡
山
と
結
ば
れ
、
取
引

相
手
地
と
の
関
係
が
共
存
し
つ
つ
、
全

体
と
し
て
は
海
に
囲
ま
れ
隔
絶
し
て
い

る
と
い
う
、
中
継
点
と
し
て
の
島
に
よ

く
見
ら
れ
る
特
徴
が
あ
る
よ
う
だ
。

　

ま
ず
訪
れ
た
の
は
、
草
壁
港
の
海
沿

い
に
建
つ
し
ゃ
れ
た
古
民
家
店
舗
。
昼

間
は
若
い
観
光
客
で
混
雑
す
る
「M

I 
N

O
RI GELA

T
O

（
ミ
ノ
リ
ジ
ェ
ラ
ー
ト
）」

だ
。
レ
モ
ン
、
チ
ョ
コ
と
い
っ
た
定
番

商
品
の
ほ
か
に
も
し
ょ
う
ゆ
、
生
姜
、

ア
ス
パ
ラ
と
い
っ
た
地
元
野
菜
の
ジ
ェ

ラ
ー
ト
が
並
ん
で
い
る
。
焼
き
ナ
ス
の

ジ
ェ
ラ
ー
ト
を
食
べ
た
が
、
隠
し
味
の

し
ょ
う
ゆ
が
甘
み
を
強
め
う
ま
い
。

　

こ
の
製
造
を
担
当
す
る
の
が
市
川
雅

史
さ
ん
だ
。
東
京
で
ソ
ム
リ
エ
や
バ
ー

テ
ン
ダ
ー
と
し
て
20
年
間
過
ご
し
、
２

年
前
に
移
住
し
た
。
小
豆
島
の
魅
力
を

質
問
す
る
と
、「
食
材
の
豊
か
さ
が
す
ば

ら
し
い
。
オ
リ
ー
ブ
の
木
が
そ
こ
ら
じ

ゅ
う
に
あ
る
し
、
レ
モ
ン
の
木
も
あ
る
。

瀬
戸
内
の
魚
介
類
も
独
特
で
、
東
京
で

流
通
し
な
い
地
元
だ
け
の
も
の
も
多
く
、

お
い
し
い
」
と
話
す
。

　

野
菜
は
毎
朝
地
元
農
家
か
ら
仕
入
れ

る
。
形
は
悪
い
け
ど
質
は
よ
い
野
菜
を

持
ち
込
み
「
何
と
か
活
か
せ
な
い
か
」

と
言
う
方
も
い
る
。
そ
う
し
た
い
ろ
い

ろ
な
朝
摘
み
野
菜
・
果
物
を
仕
入
れ
る

の
だ
が
、
な
ぜ
ジ
ェ
ラ
ー
ト
屋
さ
ん
に
？

「
ジ
ェ
ラ
ー
ト
と
カ
ク
テ
ル
の
発
想
は

同
じ
で
す
」
と
市
川
さ
ん
は
言
う
。

　

バ
ー
テ
ン
ダ
ー
は
即
興
的
に
そ
の
場

の
素
材
の
持
ち
味
を
引
き
出
し
カ
ク
テ

ル
を
つ
く
る
。
そ
れ
を
液
体
と
し
て
出

す
か
、
ジ
ェ
ラ
ー
ト
と
し
て
出
す
か
の

違
い
だ
け
で
、
実
は
同
じ
と
い
う
の
だ
。

「
バ
ー
テ
ン
ダ
ー
は
素
材
を
お
い
し
く

処
理
す
る
プ
ロ
」。
聞
い
て
納
得
だ
が
、

こ
れ
は
素
材
か
ら
も
っ
と
も
高
い
付
加

価
値
を
生
む
仕
事
と
の
意
味
で
も
あ
る
。

　

だ
か
ら
こ
そ
市
川
さ
ん
の
存
在
は
貴

重
だ
。
自
ら
人
気
店
を
運
営
し
、
農
家

に
と
っ
て
は
流
通
し
づ
ら
い
野
菜
・
果

物
に
価
値
を
与
え
る
存
在
だ
か
ら
だ
。

し
ょ
う
ゆ
の
郷
は

「
菌
の
郷
」だ
っ
た

　
「
質
が
新
た
な
価
値
を
生
む
」
と
い
う

言
葉
が
頭
に
浮
か
び
つ
つ
次
に
伺
っ
た
の

が
、「
醤ひ
し
おの
郷さ

と

」
と
名
づ
け
ら
れ
た
し
ょ

う
ゆ
蔵
の
集
積
地
で
あ
る
。
し
ょ
う
ゆ

は
小
豆
島
の
伝
統
的
地
場
産
業
。
小
豆

島
醤
油
協
同
組
合
に
は
14
社
が
加
入
し

て
い
る
が
、
全
国
で
一
番
木
桶
が
使
わ
れ

て
い
る
産
地
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
知

ら
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
木
桶
の
し
ょ
う

ゆ
に
こ
だ
わ
り
、
木
桶
づ
く
り
ま
で
手

が
け
る
ヤ
マ
ロ
ク
醤
油
五
代
目
社
長
の

山
本
康
夫
さ
ん
に
お
会
い
し
た
。

　

蔵
の
入
口
か
ら
中
を
見
る
と
両
側
に

大
き
な
木
桶
が
並
ぶ
。
驚
い
た
の
は
、

間
近
に
見
る
と
、
桶
が
ふ
っ
く
ら
と
し

た
綿
を
ま
と
っ
て
い
る
こ
と
。「
そ
れ
は

菌
で
す
。
他
の
し
ょ
う
ゆ
蔵
と
は
菌
の

種
類
や
生
態
系
が
違
う
そ
う
で
す
が
、

こ
れ
が
な
く
て
は
う
ち
の
味
に
な
り
ま

せ
ん
」。
綿
の
正
体
は
菌
だ
っ
た
。

「
う
ち
に
は
桶
が
66
本
あ
り
ま
す
。
人

力
で
行
な
う
攪
拌
は
大
変
で
す
が
、
そ

れ
を
し
な
い
と
い
い
し
ょ
う
ゆ
に
な
ら

な
い
。
菌
が
し
ょ
う
ゆ
を
つ
く
る
の
で
、

攪
拌
は
そ
の
手
伝
い
で
す
」
と
い
う
言

葉
を
、
私
は
桶
の
綿
を
見
て
納
得
し
た
。

　

大
き
な
ス
テ
ン
レ
ス
タ
ン
ク
で
醸
造

す
る
場
合
、
タ
ン
ク
は
生
産
の
た
め
の

貯
蔵
容
器
で
あ
る
。
し
か
し
、
ヤ
マ
ロ

ク
醤
油
で
は
、
菌
が
棲
む
木
桶
と
蔵
、

さ
ら
に
は
菌
が
浮
遊
す
る
島
の
風
土
を
、

う
ま
い
し
ょ
う
ゆ
を
つ
く
る
資
本
と
見

な
し
て
い
る
の
だ
。

　

し
た
が
っ
て
、
山
本
さ
ん
に
島
で
し

ょ
う
ゆ
事
業
を
続
け
る
理
由
を
聞
く
と

「
こ
こ
で
木
桶
で
つ
く
る
と
う
ま
い
か

ら
で
す
。
木
桶
を
残
さ
な
い
と
孫
、
ひ

孫
の
代
に
こ
の
味
が
な
く
な
る
。
う
ち

で
木
桶
づ
く
り
を
始
め
た
の
は
本
物
の

味
を
残
す
た
め
で
す
。
孫
や
ひ
孫
が
墓

参
り
に
来
て
、
あ
の
祖
父
さ
ん
の
時
に

1MINORI GELATOで提供するジェラート。3種盛りが500円で味わえる2MINORI GELATOの
ソムリエ、市川雅史さん。「これ使える？」と農家の人から持ち込まれる素材を商品化する。そうした

「顔の見える関係も楽しい」と言う。ジェラートづくりはイタリア・ボローニャで学んだ3小豆島の素材
を活かした多種多様なジェラート。朝採れた野菜がその日のうちにジェラートとなってケースに並ぶ
4米蔵だった倉庫を改修したMINORI GELATO

12

3
4
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桶
屋
が
な
く
な
っ
た
か
ら
も
う
つ
く
れ

ん
わ
、
と
言
わ
れ
た
ら
腹
が
立
つ
じ
ゃ

な
い
で
す
か
」
と
言
う
の
も
当
然
だ
。

　

と
は
い
え
木
桶
は
壊
滅
的
な
状
況
だ
。

山
本
さ
ん
は
、
大
工
の
友
人
た
ち
と
木

桶
を
つ
く
り
は
じ
め
た
。
材
は
吉
野
杉
。

た
ま
た
ま
島
を
訪
れ
た
吉
野
の
林
業
者

と
出
会
い
、
取
引
が
始
ま
っ
た
。

　

一
般
に
企
業
は
年
単
位
で
収
益
を
考

え
る
が
、
し
ょ
う
ゆ
屋
は
「
代
」
単
位

で
収
益
と
循
環
を
考
え
る
。
山
と
し
ょ

う
ゆ
の
時
間
感
覚
に
納
得
し
つ
つ
も
、

山
本
さ
ん
と
い
う
「
質
に
こ
だ
わ
る
お

も
し
ろ
い
事イ
ノ
ベ
ー
タ
ー

業
者
」
が
い
る
か
ら
、
現

在
も
う
ま
い
し
ょ
う
ゆ
に
あ
り
つ
け
て

い
る
こ
と
に
ホ
ッ
と
し
て
し
ま
う
。

　

こ
の
幸
運
を
生
む
構
図
は
、
オ
リ
ー

ブ
で
も
同
じ
で
あ
っ
た
。

オ
リ
ー
ブ
の
量
で
は
な
く

あ
く
ま
で
も
質
で
勝
負

　

小
豆
島
で
本
格
的
に
オ
リ
ー
ブ
が
栽

培
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治
時

代
末
期
だ
。
日
露
戦
争
後
、
日
本
は
北

方
漁
場
を
獲
得
し
た
が
、
そ
こ
で
水
揚

げ
し
た
魚
介
類
の
保
存
・
輸
送
の
た
め

油
漬
け
が
必
要
と
な
っ
た
。
こ
の
油
と

な
る
オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル
を
自
給
し
よ
う

と
、
農
商
務
省
に
よ
り
１
９
０
８
年

（
明
治
41
）、
三
重
、
小
豆
島
、
鹿
児
島
で

試
験
栽
培
さ
れ
、
唯
一
う
ま
く
い
っ
た

の
が
小
豆
島
。
搾
油
が
ス
タ
ー
ト
し
た

が
、
１
９
５
９
年
（
昭
和
34
）
の
オ
リ
ー

ブ
製
品
輸
入
自
由
化
を
機
に
、
輸
入
品

に
押
さ
れ
生
産
は
減
少
し
て
い
く
。

　

こ
の
よ
う
な
歴
史
を
も
つ
オ
リ
ー
ブ

だ
が
、
現
在
は
食
用
油
や
化
粧
品
の
原

料
と
し
て
高
値
で
取
引
さ
れ
て
い
る
。

と
か
く
作
物
そ
の
も
の
を
売
ろ
う
と
す

る
傾
向
の
強
い
日
本
の
農
業
で
、
オ
リ

ー
ブ
は
少
数
派
だ
ろ
う
。
そ
の
経
緯
を

農
業
法
人
井
上
誠せ
い
こ
う
え
ん

耕
園
園
主
の
井
上
智

博
さ
ん
に
聞
い
た
。

　

井
上
さ
ん
の
祖
父
が
柑
橘
の
栽
培
に

始
ま
り
、
オ
リ
ー
ブ
を
植
え
た
の
は
１

９
４
６
年
（
昭
和
21
）。
1
9
6
4
年
（
昭

和
39
）
に
生
ま
れ
た
井
上
さ
ん
は
若
い

頃
、
神
戸
中
央
卸
売
市
場
青
果
物
の
仲

卸
だ
っ
た
経
験
を
も
つ
。
１
９
８
０
年

代
前
半
、
当
時
の
小
豆
島
の
柑
橘
類
は

量
が
少
な
く
弱
小
産
地
扱
い
さ
れ
、
市

場
で
買
い
叩
か
れ
て
い
た
の
を
見
た
。

１
９
８
０
年
代
後
半
に
井
上
さ
ん
は
実

家
に
戻
る
が
、
当
時
の
オ
リ
ー
ブ
市
場

は
小
さ
い
う
え
に
先
発
企
業
が
何
軒
か

あ
り
、
参
入
し
て
も
商
売
に
な
ら
な
か

っ
た
と
い
う
。
そ
こ
に
転
機
が
訪
れ
る
。

　

１
９
８
８
年
（
平
成
10
）、
井
上
さ
ん

は
小
豆
島
の
オ
リ
ー
ブ
関
係
者
の
一
員

と
し
て
ス
ペ
イ
ン
・
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
州

ハ
エ
ン
の
生
産
地
を
視
察
し
た
。
そ
こ

で
目
に
し
た
の
は
広
大
な
敷
地
で
オ
リ

ー
ブ
が
大
量
生
産
さ
れ
る
姿
。
井
上
さ

ん
は
「
こ
れ
は
勝
て
な
い
。
い
く
ら
合

理
化
し
よ
う
と
、
小
豆
島
中
に
オ
リ
ー

参考文献
香川県小豆島町『小豆島オリーブ検定公式テ
キスト』（香川県小豆島町オリーブ課 2008）

1木桶にこだわりしょうゆづくりを続けるヤマロク
醤油の蔵。木桶は66本ある2木桶の表面はふ
わふわとした綿のようになっている。これは菌が棲
みついているから34ヤマロク醤油が生み出すし
ょうゆ。生産量は増やせないので、直販率を高めて
利益を確保している。パッケージにもしょうゆづくり
に対するこだわりが記されている5新桶をつくるた
めに仕入れた吉野杉の木材。厚さは一般的な材
より分厚く10～11cmある6敷地の入口にはか
つて使っていた木桶が置かれている。訪れる人た
ちはここで撮影する7自ら組み立てた新桶の前で
話すヤマロク醤油五代目の山本康夫さん

1

34

6 5

27



41

ブ
を
植
え
よ
う
と
無
理
。
量
で
攻
め
ら

れ
な
い
な
ら
、
品
質
で
勝
負
し
よ
う
」

と
決
め
た
の
だ
。
井
上
さ
ん
は
、
オ
リ

ー
ブ
の
木
を
三
分
割
し
て
、
上
部
を

「
天て
ん

成な

り
」、
中
部
を
「
懐ふ

と
こ
ろ
な成

り
」、
下

部
を
「
裾す
そ

成な

り
」
と
名
前
を
つ
け
た
。

そ
し
て
天
成
り
の
実
を
搾
っ
た
極
上
モ

ノ
と
し
て
化
粧
用
オ
イ
ル
を
つ
く
っ
た
。

「
お
や
じ
は
百
姓
で
す
け
れ
ど
、
農
業

試
験
場
の
先
生
に
『
オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル

は
食
べ
て
よ
し
、
塗
っ
て
よ
し
』
と
言

わ
れ
、
50
年
以
上
前
に
化
粧
品
製
造
許

可
を
と
っ
た
。
こ
れ
は
お
や
じ
の
大
金

星
で
す
ね
」
と
言
う
。

「
商
業
ベ
ー
ス
で
見
る
と
島
は
あ
り
が

た
い
。
よ
い
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
れ
て
い

る
。
若
い
と
き
は
都
会
に
行
き
た
か
っ

た
け
れ
ど
、
わ
か
っ
て
く
る
と
す
ば
ら

し
い
島
で
す
よ
。
そ
う
す
る
た
め
に
先

人
が
ど
れ
だ
け
苦
労
し
た
の
か
が
理
解

で
き
る
。
こ
の
島
を
次
の
世
代
に
つ
な

い
で
い
か
な
い
と
」
と
言
う
井
上
さ
ん

は
、
小
豆
島
の
農
地
だ
け
で
は
な
く
、

島
の
観
光
イ
メ
ー
ジ
も
資
本
と
見
な
し

て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
観
光
客
に
オ
リ

ー
ブ
に
浸
っ
て
も
ら
う
た
め
の
レ
ス
ト

ラ
ン
・
店
舗
を
つ
く
り
、
新
た
な
小
豆

島
の
イ
メ
ー
ジ
を
発
信
し
て
い
る
。

　

こ
こ
に
も
質
に
こ
だ
わ
る
事
業
者
の

姿
が
あ
っ
た
。　

質
に
こ
だ
わ
る

競
争
と
共
存
の
島

　

地
域
資
源
と
い
う
言
葉
を
多
く
の
人

が
使
う
。
小
豆
島
な
ら
ば
、
オ
リ
ー
ブ

や
し
ょ
う
ゆ
を
挙
げ
る
人
も
い
る
。
で

も
、
今
回
わ
か
っ
た
の
は
、
頑
固
な
事

業
者
が
農
産
品
と
い
う
モ
ノ
に
質
を
与

え
る
た
め
に
格
闘
し
て
工
夫
し
た
こ
と

で
魅
力
が
付
加
さ
れ
て
い
る
事
実
だ
。

ま
さ
に
「
質
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
は
い
ら

れ
な
い
文
化
」
が
小
豆
島
に
は
あ
る
。

　

そ
し
て
、
三
人
と
も
「
食
材
と
風
土

の
す
ば
ら
し
さ
」
を
指
摘
す
る
一
方
、

「
市
場
で
埋
も
れ
て
し
ま
う
危
機
感
」

と
い
う
共
通
経
験
を
も
っ
て
い
た
。

　

瀬
戸
内
海
で
ゆ
る
く
隔
絶
さ
れ
た
小

豆
島
と
い
う
中
継
地
。
そ
の
な
か
に
、

対
岸
消
費
地
と
の
結
び
つ
き
を
背
景
に

し
た
競
争
と
、
事
業
を
続
け
る
の
に
必

要
な
「
質
を
高
め
る
た
め
に
、
工
夫
せ

ず
に
は
い
ら
れ
な
い
文
化
」
か
ら
生
ま

れ
る
島
内
事
業
者
の
共
存
を
読
み
と
る

こ
と
は
、
い
き
す
ぎ
た
想
像
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
質
を
高
め
る
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
小
豆

島
は
、
現
在
に
通
じ
る
地
域
づ
く
り
の

先
進
例
と
私
に
は
思
え
る
。

（
２
０
１
７
年
10
月
26
〜
28
日
取
材
） 

質にこだわらずにはいられない文化

〈
魅
力
づ
く
り
の
教
え
〉

質
に
こ
だ
わ
る
、
頑
固
で
お
も
し

ろ
い
工
夫
を
施
す
事
業
者
は
、
そ

の
土
地
を
元
気
に
す
る
。

1オリーブの果実を丁寧に扱い搾ることで品質が変わるという2井上誠耕園のオリーブ畑。収穫シーズンだったので大勢
のスタッフが忙しそうに働いていた3「農業で小豆島を元気にしたい」と語る井上誠耕園の園主、井上智博さん。オリーブ
の魅力をより深く知ってもらおうと、オリーブ専門店とレストランの複合観光施設「らしく本館」をオープンした4「らしく本
館」の外観。2017年4月にオープンしたばかりだが、平日でも来店者が後を絶たない56「らしく本館」2階のレストラン

「忠左衛門」で提供するパスタ。テーブルには種類の異なるオリーブオイルが並べられているので、実際に味わってから1階
のオリーブ専門店「mother’s」で買うこともできる789�収穫したオリーブの果実はまず水で洗う。そして砕いてペース
ト状にしてから攪拌し、遠心分離器にかけてオイルを抽出する。オリーブオイルになるのは実（重さ）の6～7％

1

2

45
6

78910
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せ
り
を
丸
ご
と
食
べ
る

新
名
物
「
せ
り
し
ゃ
ぶ
」

　

あ
た
り
一
面
に
、
も
わ
も
わ
と
茂
る

色
鮮
や
か
な
緑
の
じ
ゅ
う
た
ん
が
で
き

て
い
る
。
仙
台
市
中
心
部
か
ら
南
へ
車

で
約
30
分
。
名
取
市
下し
も
よ
う
で
ん

余
田
に
広
が
る

「
せ
り
田
ん
ぼ
」
だ
。

　

全
国
屈
指
の
せ
り
の
生
産
量
を
誇
る

宮
城
県
の
な
か
で
も
、
名
取
市
は
約
８

割
を
占
め
る
主
要
な
産
地
。
名
取
で
の

せ
り
栽
培
の
歴
史
は
古
く
、
江
戸
時
代

中
期
に
書
か
れ
た
書
物
に
よ
れ
ば
、
江

戸
時
代
初
期
の
元
和
年
間
（
１
６
１
５

︲

１

６
２
４
）
頃
か
ら
、
野
生
の
せ
り
を
改
良

し
て
栽
培
が
始
ま
っ
た
記
録
が
残
る
。

「
名
取
で
も
せ
り
が
栽
培
で
き
る
と
こ

ろ
は
限
ら
れ
て
い
る
の
で
す
」
と
教
え

て
く
れ
た
の
は
、
一
般
社
団
法
人

名

取
市
観
光
物
産
協
会
・
事
務
局
長
の
相

原
い
づ
み
さ
ん
だ
。

「
名
取
川
の
伏
流
水
が
湧
き
上
が
る
上

余
田
と
下
余
田
の
２
カ
所
で
の
み
、
せ

り
の
栽
培
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
水

温
が
年
間
を
通
し
て
約
15
度
と
一
定
で

あ
る
こ
と
も
、
せ
り
栽
培
に
好
条
件
な

の
で
す
」

　

こ
の
名
取
産
の
せ
り
を
丸
ご
と
食
べ

尽
く
す
鍋
料
理
「
せ
り
鍋
」
が
、
新
た

な
仙
台
名
物
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。

２
０
１
６
年
ま
で
開
催
さ
れ
て
い
た

「
仙せ
ん
だ
い臺

鍋
ま
つ
り
」
で
は
、
せ
り
鍋
が

２
年
連
続
で
グ
ラ
ン
プ
リ
を
受
賞
。
毎

しゃきしゃきのせりをくぐらせていただく「せりしゃぶ」

水
と
風
土
が
織
り
な
す
食
文
化
の
今
を

訪
ね
る
「
食
の
風
土
記
」
。
今
回
は
、
宮

城
県
名
取
市
の
伝
統
野
菜
「
せ
り
」
を
使

っ
た
「
せ
り
し
ゃ
ぶ
」
で
す
。
せ
り
は
仙

台
市
の
周
辺
で
お
正
月
に
欠
か
せ
な
い
身

近
な
野
菜
。
こ
こ
数
年
、
仙
台
名
物
と
し

て
脚
光
を
浴
び
る
「
せ
り
鍋
」
の
元
祖
は
、

こ
の
せ
り
し
ゃ
ぶ
な
の
で
す
。

旬
の
食
材
を
地
元
で
味
わ
う

せ
り
し
ゃ
ぶ

せ
り
し
ゃ
ぶ
（
宮
城
県
名
取
市
＆
仙
台
市
） 10
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週
５
０
０
０
人
以
上
が
訪
れ
る
ゆ
り
あ

げ
港
朝
市
で
も
、
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
の
せ

り
鍋
が
大
人
気
だ
。

「
採
れ
た
て
の
せ
り
の
味
を
知
っ
て
も

ら
う
た
め
に
も
、
ぜ
ひ
名
取
に
足
を
運

ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
」
と
、
相
原
さ
ん

は
今
後
の
展
望
を
話
す
。

　

実
は
、
こ
の
せ
り
鍋
の
元
祖
が
「
せ

り
し
ゃ
ぶ
」
だ
。
具
材
は
せ
り
の
み
。

ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
の
か
。

旬
の
在
来
作
物
を

地
元
で
お
い
し
く

　

出
荷
真
っ
盛
り
の
12
月
下
旬
、
名
取

市
下
余
田
で
代
々
専
業
農
家
を
営
む
三

浦
隆
弘
さ
ん
の
せ
り
田
ん
ぼ
を
訪
ね
た
。

三
浦
さ
ん
は
せ
り
し
ゃ
ぶ
人
気
の
き
っ

か
け
を
つ
く
っ
た
人
物
で
あ
る
。
環
境

Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
活
動
に
参
加
す
る
ほ
か
、
田

ん
ぼ
で
自
然
体
験
が
で
き
る
「
な
と
り

農
と
自
然
の
が
っ
こ
う
」
を
主
宰
。
２

０
０
４
年
（
平
成
16
）
頃
か
ら
農
薬
や
化

学
肥
料
を
使
わ
な
い
環
境
保
全
型
の
せ

り
を
つ
く
り
つ
づ
け
る
。

「
農
家
に
は
地
域
の
伝
統
を
担
う
イ
ン

タ
ー
プ
リ
タ
ー
の
よ
う
な
役
割
が
あ
り

ま
す
」
と
三
浦
さ
ん
は
言
う
。

「
地
方
は
そ
の
と
き
ど
き
の
国
の
政
策

に
振
り
回
さ
れ
が
ち
で
す
が
、
肝
の
部

分
は
何
か
を
考
え
な
け
れ
ば
〈
代
わ
り

の
利
く
存
在
〉
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

在
来
作
物
を
つ
く
る
農
家
に
生
ま
れ
た

か
ら
に
は
、
そ
の
土
地
で
で
き
る
こ
と

が
あ
る
と
思
い
ま
す
」

　

地
元
の
旬
の
食
材
を
地
元
で
お
い
し

く
味
わ
っ
て
ほ
し
い
。
そ
ん
な
三
浦
さ

ん
の
考
え
に
賛
同
す
る
飲
食
店
や
消
費

者
ら
と
知
恵
を
出
し
合
い
生
ま
れ
た
の

が
、
せ
り
し
ゃ
ぶ
だ
っ
た
。
行
政
や
関

係
団
体
は
か
か
わ
っ
て
い
な
い
、
草
の

根
か
ら
じ
わ
じ
わ
と
湧
き
あ
が
っ
た
ム

ー
ブ
メ
ン
ト
だ
。

「
私
た
ち
が
大
事
に
し
て
い
る
の
は
ル

ー
ツ
で
す
。
仙
台
名
物
に
笹
か
ま
ぼ
こ

や
牛
タ
ン
が
あ
り
ま
す
が
、
原
材
料
ま

で
す
べ
て
仙
台
な
ら
で
は
の
も
の
は
多

く
あ
り
ま
せ
ん
。
震
災
以
降
、
県
外
か

ら
多
く
の
方
に
支
援
で
来
て
い
た
だ
く

な
か
『
こ
の
地
域
な
ら
で
は
の
も
の
で

迎
え
た
い
』
と
い
う
み
ん
な
の
思
い
に
、

せ
り
し
ゃ
ぶ
が
う
ま
く
は
ま
っ
た
の
だ

と
思
い
ま
す
」

　

三
浦
さ
ん
が
今
朝
採
れ
た
ば
か
り
の

せ
り
を
、
塩
・
こ
し
ょ
う
と
オ
リ
ー
ブ

オ
イ
ル
で
和
え
た
サ
ラ
ダ
に
し
て
振
る

舞
っ
て
く
れ
た
。
せ
り
を
生
で
こ
れ
だ

け
味
わ
っ
た
の
は
初
め
て
だ
が
、
鼻
に

抜
け
る
爽
や
か
な
香
り
と
し
ゃ
き
し
ゃ

き
の
食
感
が
ク
セ
に
な
る
。「
鮮
度
が
い

い
か
ら
こ
そ
の
味
で
す
よ
」
と
三
浦
さ

ん
は
笑
う
。

質
の
よ
い
せ
り
を
育
て
る

地
下
水
に
恵
ま
れ
た
湿
田

　

三
浦
さ
ん
の
せ
り
は
、
葉
、
茎
、
根

ま
で
す
べ
て
柔
ら
か
く
お
い
し
い
と
、

水
と
風
土
が
織
り
な
す
食
文
化
の
今
を

訪
ね
る
「
食
の
風
土
記
」
。
今
回
は
、
宮

城
県
名
取
市
の
伝
統
野
菜
「
せ
り
」
を
使

っ
た
「
せ
り
し
ゃ
ぶ
」
で
す
。
せ
り
は
仙

台
市
の
周
辺
で
お
正
月
に
欠
か
せ
な
い
身

近
な
野
菜
。
こ
こ
数
年
、
仙
台
名
物
と
し

て
脚
光
を
浴
び
る
「
せ
り
鍋
」
の
元
祖
は
、

こ
の
せ
り
し
ゃ
ぶ
な
の
で
す
。

1

4

23

6 5

１三浦隆弘さんのせり田んぼ。無農薬だからこそバランスのとれた生態系が維持できて、
その結果せりが強く、おいしく育つ 2せりを根っこごと掘り出した三浦さん。在来作物を
大事に育て、「せりしゃぶ」も生み出した 3せり田んぼに注ぐ名取川の伏流水。この水
なくしてせりは育たない 4シンプルな味つけなのに苦味がまったくない、採れたてのせり
サラダ 5,6名取市観光物産協会事務局長の相原いづみさんと、同協会が入居して
いる復興仮設店舗「閖上さいかい市場」
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地
元
の
目
利
き
に
も
評
判
だ
。
肥
料
や

品
種
な
ど
試
行
錯
誤
を
重
ね
た
結
果
で

も
あ
る
が
、
三
浦
さ
ん
は
「
軟
水
で
あ

る
こ
と
と
安
定
し
た
水
量
が
大
き
く
関

係
し
て
い
ま
す
」
と
言
う
。

　

下
余
田
地
区
の
中
央
部
に
旧
河
道
を

利
用
し
た
用
水
路
が
走
り
、
両
脇
に
延

び
る
せ
り
田
ん
ぼ
に
パ
イ
プ
を
伝
っ
て

地
下
水
が
か
け
流
さ
れ
て
い
る
。
三
浦

さ
ん
が
見
せ
て
く
れ
た
地
下
水
位
の
変

動
図
に
よ
る
と
、
栽
培
・
収
穫
期
こ
そ

水
位
は
下
が
る
も
の
の
、
毎
年
き
ち
ん

と
回
復
し
て
い
る
。
枯
れ
な
い
水
脈
が

あ
る
か
ら
こ
そ
、
良
質
な
せ
り
の
栽
培

を
維
持
で
き
て
い
る
の
だ
。

　

そ
も
そ
も
湿
田
地
帯
だ
っ
た
上
余

田
・
下
余
田
地
区
で
は
稲
作
が
難
し
か

っ
た
の
で
、
せ
り
を
は
じ
め
レ
ン
コ
ン

や
く
わ
い
、
イ
グ
サ
な
ど
、
土
地
に
合

っ
た
も
の
を
昔
か
ら
栽
培
し
て
き
た
。

　

せ
り
の
収
穫
風
景
を
見
せ
て
も
ら
っ

た
。
水
か
さ
の
あ
る
田
ん
ぼ
の
な
か
に

膝
を
つ
い
て
腰
ま
で
つ
か
り
、
せ
り
の

束
を
根
ご
と
掘
り
出
す
。
収
穫
し
た
せ

り
は
離
れ
の
作
業
場
に
運
ば
れ
、
選
別

す
る
前
に
地
下
水
の
水
圧
を
利
用
し
て

ザ
ブ
ザ
ブ
洗
う
。
日
が
暮
れ
る
と
収
穫

作
業
は
で
き
な
い
た
め
、
夜
に
洗
浄
作

業
を
行
な
う
そ
う
だ
。

　

き
れ
い
に
洗
っ
た
せ
り
は
、
枯
れ
た

葉
や
軟
弱
な
茎
な
ど
を
取
り
除
き
、
１

０
０
ｇ
単
位
の
束
に
し
て
出
荷
さ
れ
る
。

収
穫
か
ら
出
荷
ま
で
、
す
べ
て
三
浦
さ

ん
家
族
に
よ
る
手
作
業
だ
。

一
過
性
の
ブ
ー
ム
で

終
わ
ら
せ
な
い
た
め
に

　

せ
り
鍋
が
注
目
さ
れ
る
な
か
、
三
浦

さ
ん
が
懸
念
す
る
こ
と
が
あ
る
。
何
か

が
ブ
ー
ム
に
な
る
と
、
目
先
の
売
り
上

げ
を
求
め
て
本
来
の
旬
や
地
域
性
を
失

っ
て
し
ま
う
こ
と
が
ま
ま
あ
る
が
、
せ

り
鍋
も
同
じ
道
を
た
ど
る
危
険
が
あ
る

か
ら
だ
。

「
仙
台
周
辺
で
採
れ
た
せ
り
を
地
元
で

味
わ
う
の
が
本
来
の
せ
り
し
ゃ
ぶ
で
す

が
、
県
外
か
ら
仕
入
れ
た
せ
り
を
提
供

す
る
店
が
仙
台
に
増
え
て
い
る
の
が
悩

ま
し
い
と
こ
ろ
で
す
」
と
三
浦
さ
ん
は

言
葉
を
強
く
す
る
。

「
今
の
３
～
５
倍
ま
で
田
ん
ぼ
を
広
げ

て
も
売
り
上
げ
は
見
込
め
る
と
思
い
ま

す
が
、
持
続
可
能
性
や
味
な
ど
失
う
も

の
も
大
き
い
と
思
う
ん
で
す
。
価
値
観

を
共
有
で
き
る
飲
食
店
や
消
費
者
と
の

関
係
性
を
、
自
分
の
手
の
届
く
範
囲
で

大
事
に
し
て
い
き
た
い
で
す
」

　

三
浦
さ
ん
が
「
本
物
の
せ
り
し
ゃ
ぶ

を
味
わ
っ
て
ほ
し
い
か
ら
」
と
仙
台
駅

そ
ば
の
割
烹
料
理
店
「
い
な
穂
」
に
案

内
し
て
く
れ
た
。
い
な
穂
の
先
代
親
方

の
稲
辺
勲
さ
ん
が
三
浦
さ
ん
の
結
婚
式

の
二
次
会
で
料
理
を
担
当
し
た
縁
で
、

13
年
前
に
三
浦
さ
ん
が
せ
り
を
持
ち
込

ん
で
相
談
し
た
店
だ
。

　

い
な
穂
の
せ
り
し
ゃ
ぶ
の
具
は
、
せ

り
の
み
。
鴨
肉
で
と
っ
た
だ
し
に
生
の

せ
り
を
さ
っ
と
く
ぐ
ら
せ
て
味
わ
う
。

驚
い
た
の
が
、
根
っ
こ
の
柔
ら
か
さ
と

甘
み
。
三
浦
さ
ん
い
わ
く
「
根
っ
こ
が

い
ち
ば
ん
栄
養
を
吸
っ
て
い
る
か
ら
そ

れ
だ
け
お
い
し
い
」。
取
材
中
、
せ
り

だ
け
を
食
べ
つ
づ
け
て
い
る
の
に
、
ま

っ
た
く
飽
き
が
こ
な
い
。

「
初
め
て
の
お
客
様
は
見
た
目
の
量
に

驚
き
ま
す
が
、
味
わ
う
と
ク
セ
が
な
く
、

や
は
り
根
っ
こ
が
お
い
し
い
と
好
評
で

す
」
と
い
な
穂
の
親
方
、
伊
東
一
良
さ

ん
は
言
う
。

　

名
取
の
伝
統
野
菜
を
使
っ
た
、
新
名

物
の
せ
り
し
ゃ
ぶ
。
三
浦
さ
ん
た
ち
の

よ
う
な
存
在
が
い
る
限
り
、
一
過
性
の

ブ
ー
ム
で
は
終
わ
ら
な
い
は
ず
だ
。

（
２
０
１
７
年
12
月
21
日
取
材
）

せりの収穫から具材になるまで

1
せりを掘り出す

2
作業所に運び、名取
川の伏流水を用い
て洗う

3
洗ったせりは一株ず
つチェックして枯れた
部分などは取り除く

4
「せりしゃぶ」用にカッ
トされた具材。震災以
降、出荷したものがど
この店にあるのか履
歴を残す。また、放射
能の自主検査も行な
い、検査結果をＳＮＳ
でアップしている

撮影協力：いな穂
仙台市青葉区中央1-8-32 名掛丁センター街東
Tel.022-266-5123（せりしゃぶは例年10～4月に提供）
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降
水
量
の
少
な
い

瀬
戸
内
の
川
め
ぐ
り

　

揖い

ぼ保
川が

わ

は
兵
庫
県
南
西
部
の
播は

り
ま磨
地

域
を
流
れ
る
川
で
、
加
古
川
、
市
川
、

夢ゆ
め
さ
き
が
わ

前
川
、
千
種
川
と
と
も
に
播
磨
五
川

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
揖
保
川
は
瀬
戸

内
海
に
流
れ
込
む
川
で
、
雨
が
少
な
く

て
温
暖
な
気
候
帯
が
流
域
を
覆
っ
て
い

ま
す
。
一
見
、
利
用
の
難
し
い
川
で
す

が
、
こ
の
中
国
山
地
と
瀬
戸
内
海
に
挟

ま
れ
た
揖
保
川
を
人
々
が
ど
の
よ
う
に

水
利
用
を
し
て
き
た
の
か
、
山
地
か
ら

海
ま
で
下
り
な
が
ら
川
と
の
つ
き
あ
い

方
を
探
り
ま
し
た
。

 

徐
々
に
川
上
ま
で
広
が
る

人
間
の
活
動
領
域

　

揖
保
川
の
中
流
域
ま
で
は
中
国
山
地

が
張
り
出
し
て
い
ま
す
。
川
の
地
形
的

に
も
険
し
い
場
所
が
多
く
、
舟
な
ど
の

往
来
を
遠
ざ
け
る
難
所
も
存
在
し
ま
し

た
。
揖
保
川
に
も
高
瀬
舟
が
上
が
っ
て

坂本クンと行く川巡り  第14回  
Go ! Go ! 109水系

瀬
戸
内
の
風
土
を
反
映
し
た 

　
　
　
効
率
的
な
水
利
用
の
揖
保
川

川
系
男
子 

坂
本
貴
啓
さ
ん
の
案
内
で
、
編
集
部
の
面
々
が
全
国
の

一
級
河
川
「
1 

0 

9
水
系
」
を
巡
り
、川
と
人
と
の
か
か
わ
り
を
探

り
な
が
ら
、
川
の
個
性
を
再
発
見
し
て
い
く
連
載
で
す
。

1 0 9水系
1964年（昭和39）に制定さ
れた新河川法では、分水界や
大河川の本流と支流で行政管
轄を分けるのではなく、中小河
川までまとめて治水と利水を統
合した水系として一貫管理する
方針が打ち出された。その内、
「国土保全上又は国民経済上
特に重要な水系で政令で指定
したもの」（河川法第4条第1
項）を一級水系と定め、全国で
109の水系が指定されている。

宍粟（しそう）市役所の対岸にある
愛宕神社から見た揖保川と出石
の舟着き場跡。この両岸がかつて
高瀬舟で賑わったところ
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2

3

き
て
い
ま
し
た
が
、
中
世
く
ら
い
ま
で

は
下
流
域
平
野
部
の
龍
野
（
現
・
た
つ
の

市
）
付
近
ま
で
で
し
た
。
中
流
域
の
出い

だ

石い
し

（
現
・
宍しそ
う粟

市し
山
崎
町
）
ま
で
高
瀬
舟
が

行
き
来
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
１

６
１
５
年
（
元
和
元
）
以
降
に
川
の
岩
盤

を
取
り
除
く
工
事
が
行
な
わ
れ
て
か
ら

で
す
。
山
崎
城
下
町
の
商
人
が
交
易
で

ま
ち
が
栄
え
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
自

ら
お
金
を
出
し
て
工
事
に
取
り
組
み
ま

し
た
。
こ
れ
に
よ
り
下
流
に
集
中
し
て

い
た
交
易
な
ど
川
を
利
用
で
き
る
領
域

が
広
が
り
ま
し
た
。

　

江
戸
初
期
の
難
所
工
事
で
高
瀬
舟
が

上
が
る
よ
う
に
な
り
、
川
湊
と
し
て
栄

え
た
出
石
に
つ
い
て
、
宍
粟
市
教
育
委

員
会
の
田と
う
じ路
正
幸
さ
ん
に
話
を
伺
い
ま

し
た
。

「
出
石
に
は
、
東
西
両
岸
に
石
積
み
の

舟
着
場
が
築
か
れ
、
舟
問
屋
や
倉
庫
、

茶
屋
、
旅
館
、
飯
屋
な
ど
が
立
ち
並
び
、

宍
粟
の
商
業
、
流
通
の
拠
点
と
し
て
発

展
し
ま
し
た
。
出
石
の
川
湊
の
面
影
は

今
も
宍
粟
市
役
所
東
の
揖
保
川
に
窺
い

知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」

　

宍
粟
市
役
所
東
の
河
川
敷
に
降
り
る

と
、
川
の
中
に
下
流
に
向
か
っ
て
張
り

出
し
た
石
組
み
の
舟
着
き
場
跡
が
あ
り
、

こ
こ
が
栄
え
て
い
た
川
湊
だ
っ
た
こ
と

の
記
憶
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

人
々
は
中
国
山
地
が
阻
ん
で
い
た
揖

保
川
の
利
用
を
歴
史
と
と
も
に
可
能
に

し
て
き
ま
し
た
。
近
年
で
は
、
上
流
域

に
揖
保
川
の
工
業
用
水
の
水
が
め
の
要

で
あ
る
引
原
ダ
ム
が
で
き
ま
し
た
。
下

流
域
だ
け
で
は
事
足
ら
ず
、
徐
々
に
利

用
で
き
る
領
域
を
広
げ
て
い
く
の
が
人

の
貪
欲
さ
で
も
あ
り
、
水
資
源
開
発
と

い
う
文
明
で
も
あ
る
こ
と
が
、
上
流
の

発
展
を
紐
解
い
て
感
じ
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

川
が
か
た
ち
づ
く
っ
た

扇
状
地
に
文
化
を
育
む

　

揖
保
川
に
も
下
流
域
の
右
岸
側
支
流

の
十ど文
字じ

川が
わ

に
沿
っ
て
、
扇
状
地
が
形

成
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
地
形
を
う
ま

く
利
用
し
て
発
展
し
た
の
が
龍
野
の
城

下
町
で
し
た
。
山
の
上
に
龍
野
城
が
築

か
れ
、
山
か
ら
下
り
る
に
つ
れ
て
開
け

る
扇
状
地
に
沿
っ
て
城
下
は
発
達
し
ま

し
た
。
龍
野
は
ど
う
い
う
場
所
だ
っ
た

の
か
、
た
つ
の
市
龍
野
歴
史
文
化
資
料

館 

学
芸
員
の
新
宮
義
哲
さ
ん
に
お
聞

き
し
ま
し
た
。

「
龍
野
は
、
城
下
町
と
し
て
の
発
展
に

加
え
、
揖
保
川
流
域
の
港
と
山
陽
道
・

出
雲
街
道
が
交
差
す
る
交
通
要
衝
の
地

域
の
中
心
と
し
て
栄
え
ま
し
た
。
人
や

物
資
が
行
き
か
う
な
か
、
文
化
が
醸
成

さ
れ
た
ま
ち
で
あ
り
ま
し
た
」

　

龍
野
の
情
景
を
詠よ

ん
だ
文
学
碑
な
ど

が
多
く
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
城
下
の

風
景
に
多
く
の
人
が
文
学
的
感
性
を
刺

激
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。『
赤
と
ん
ぼ
』

14

5

6

7

4揖保川流域で素麺づくり
が盛んだった理由を解説す
る兵庫県手延素麺協同組
合揖保乃糸資料館「そう
めんの里」支配人の齋明
寺啓介さん　5 素麺「揖
保乃糸」の生産体制につ
いて話す兵庫県手延素麺
協同組合の天川亮さん　
6揖保乃糸資料館のレスト
ラン「庵」で提供する素麺。
「揖保乃糸」の商標登録は
1906年（明治39）までさか
のぼる　7揖保乃糸資料
館では一日に数回、素麺の
工程の一部を実演している

1出石の舟着き場跡について説明
する宍粟市教育委員会の田路正幸
さん　2保存された石積みの舟着き
場跡を歩く坂本さん。江戸時代の高
瀬舟（復元）は浅瀬を通れるように舟
底が平ら。下りは年貢米や麦、大豆、
薪、炭などを、上りは肥料や塩、干魚、
日用雑貨などを運んだ　3龍野の歴
史を語るたつの市立龍野歴史文化
資料館の学芸員、新宮義哲さん
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ウナギの石倉

姫路河川国道事務所
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林
田
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原
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と
い
う
歌
も
そ
の
一
つ
で
す
。
三み

き木
露ろ

風ふ
う

が
故
郷
の
龍
野
を
懐
か
し
ん
で
歌
に

し
た
も
の
で
す
が
、
龍
野
城
の
あ
る
高

台
か
ら
龍
野
の
風
景
を
一
望
し
、
そ
こ

か
ら
見
え
る
揖
保
川
沿
い
の
人
々
の
暮

ら
し
の
風
景
が
き
っ
と
彼
の
心
に
去
来

し
、
歌
の
情
緒
を
生
ん
だ
の
だ
と
思
い

ま
す
。

揖
保
川
流
域
で

素
麺
が
発
達
し
た
理
由

　

人
が
住
み
や
す
い
場
所
の
こ
と
を
可

住
地
と
い
い
ま
す
。
揖
保
川
は
下
流
域

に
可
住
地
が
集
中
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
古
く
も
同
じ
で
、
揖
保
川
沿
い
で

人
々
が
暮
ら
し
の
営
み
と
し
て
も
っ
と

も
利
用
し
や
す
か
っ
た
の
が
播
州
平
野

で
す
。
播
州
平
野
で
発
達
し
た
産
業
の

一
つ
に
「
素
麺
」
が
あ
り
ま
す
。
揖
保

川
流
域
で
は
約
６
０
０
年
も
前
か
ら
素

麺
が
食
べ
ら
れ
て
い
て
、
素
麺
製
造
の

古
い
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
揖
保
川
の
名

は
知
ら
な
く
て
も
「
揖い

ぼ保
乃の

糸い
と

®
」
は

聞
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

　

全
国
に
有
名
な
素
麺
「
揖
保
乃
糸
®
」

は
、
兵
庫
県
手
延
素
麺
協
同
組
合
が
原

料
を
調
達
し
、
そ
れ
を
組
合
員
で
あ
る

製
造
者
に
分
配
し
ま
す
。
厳
密
な
マ
ニ

ュ
ア
ル
に
沿
っ
て
製
造
か
ら
販
売
ま
で

組
合
が
一
元
管
理
す
る
と
い
う
し
く
み

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

素
麺
は
な
ぜ
こ
の
地
域
で
定
着
し
た

の
か
。兵
庫
県
手
延
素
麺
協
同
組
合 

揖

保
乃
糸
資
料
館
「
そ
う
め
ん
の
里
」
支

配
人
の
齋さ
い
み
ょ
う
じ

明
寺
啓ひ

ろ
す
け介

さ
ん
、
同
企
画
課

の
天あ
ま
か
わ川

亮
さ
ん
に
お
会
い
し
ま
し
た
。

「
素
麺
が
こ
の
場
所
で
盛
ん
に
つ
く
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
に
は
理
由
が
あ

り
ま
す
。
播
州
平
野
で
は
小
麦
が
多
く

栽
培
さ
れ
、
揖
保
川
流
域
で
は
水
車
製

粉
が
盛
ん
で
良
質
の
小
麦
粉
が
入
手
し

や
す
く
、
近
隣
に
は
赤
穂
の
塩
が
あ
り

ま
し
た
。
ま
た
揖
保
川
の
軟
水
は
素
麺

づ
く
り
に
最
適
で
、
冬
に
雨
が
少
な
く

乾
燥
し
た
瀬
戸
内
気
候
も
素
麺
製
造
に

適
し
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
揖
保
川
の

水
運
を
利
用
し
た
消
費
地
へ
の
輸
送
と

い
っ
た
条
件
も
そ
ろ
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
何
よ
り
播
州
地
方
の
人
々
の
勤

勉
な
気
質
が
必
要
不
可
欠
で
し
た
。
農

閑
期
に
人
々
の
労
働
力
が
素
麺
づ
く
り

に
注
が
れ
て
暮
ら
し
を
形
づ
く
っ
て
い

き
ま
し
た
」
と
齋
明
寺
さ
ん
。

　

こ
れ
を
聞
く
と
、
こ
の
場
所
だ
か
ら

こ
そ
発
達
し
た
と
い
う
必
然
性
が
見
え

て
き
ま
す
し
、
そ
の
理
由
に
は
揖
保
川

の
特
徴
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
と

い
え
ま
す
。

川
の
領
域
と

人
の
領
域
の
区
切
り

　

川
は
濃
密
に
利
用
さ
れ
る
が
ゆ
え
に

人
々
に
と
っ
て
身
近
な
存
在
で
あ
り
ま

す
が
、
身
近
ゆ
え
に
課
題
も
あ
り
ま
し

た
。
た
つ
の
市
の
揖
保
川
の
川
沿
い
を

走
る
と
、
約
２
㎞
に
わ
た
り
橋
の
欄
干

の
よ
う
な
柵
が
続
い
て
い
ま
す
。
普
通
、

川
の
堤
防
は
台
形
状
に
土
を
こ
し
ら
え

て
つ
く
ら
れ
ま
す
が
、
こ
の
地
域
は
民

家
が
川
に
近
接
し
て
張
り
つ
い
て
い
る

た
め
、
そ
の
よ
う
な
ス
ペ
ー
ス
が
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
洪
水
時
の
一
瞬
だ

坂本 貴啓 さん
さかもと たかあき

国立研究開発法人 
土木研究所 
水環境研究グループ
自然共生研究センター 
専門研究員

 揖保川
 水系番号  ： 64
 都道府県  ： 兵庫県
 源流  ： 藤無山（1139 ｍ） 
 河口  ： 播磨灘  
 本川流路延長  ： 70 km 75位／109
 支川数  ： 47河川 72位／109
 流域面積  ： 810 km2 76位／109
 流域耕地面積率  ： 5.5 ％ 84位／109
 流域年平均降水量  ： 1461.5 mm 84位／109
 基本高水流量  ： 3900 m3/ s 75位／109
 河口の基本高水流量  ： 5204 m3/ s 74位／109
 流域内人口  ： 13万9843人 59位／109
 流域人口密度 ： 173人 / km2 48位／109
（基本高水流量観測地点：龍野〈河口から12.9km地点〉）
河口換算の基本高水流量 ＝ 流域面積×比流量（基本高水流量÷基準点の集水面積）
データ出典：『河川便覧 2002』（国際建設技術協会発行の日本河川図の裏面）

1987年福岡県生まれの川系
男子。北九州で育ち、高校生
になってから下校途中の遠賀
川へ寄り道をするようになり、
川に興味をもちはじめ、川に
青春を捧げる。全国の河川市
民団体に関する研究や川を活
かしたまちづくりの調査研究
活動を行なっている。筑波大
学大学院システム情報工学研
究科修了。白川直樹研究室
『川と人』ゼミ出身。博士（工
学）。2017年4月から現職。

【揖保川流域の地図】
国土交通省国土数値情報「河
川データ（平成21年）、流域界
データ（昭和52 年）、ダムデー
タ（平成26年）、鉄道データ（平
成28年）、高速道路データ（平
成28年）」より編集部で作図
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け
、
川
の
領
域
と
人
の
領
域
を
区
切
る

「
畳
た
た
み

堤て
い

」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
昭
和
初

期
か
ら
発
達
し
て
き
ま
し
た
。
畳
堤
に

つ
い
て
、
姫
路
河
川
国
道
事
務
所
の
荘

司
周ち
か
お夫

さ
ん
、
城
谷
吉
彦
さ
ん
に
話
を

伺
い
ま
し
た
。

「『
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
壁
を
つ
く
っ
て

し
ま
う
と
、
家
か
ら
川
が
見
え
な
く
な

り
、
圧
迫
感
を
受
け
る
』
と
い
う
地
域

の
人
の
声
で
、
普
段
は
川
が
見
え
て
、

い
ざ
と
い
う
時
は
畳
を
は
め
て
、
浸
水

か
ら
守
れ
る
よ
う
に
す
る
構
造
に
な
り

ま
し
た
」

　

当
時
は
ど
の
家
に
も
あ
っ
た
「
畳
」

が
、
い
ざ
と
い
う
時
に
水
防
の
資
材
に

な
る
と
最
初
に
考
え
た
人
の
発
想
に
は

驚
か
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
一
つ
で
も
畳

が
は
め
込
め
な
け
れ
ば
そ
こ
を
き
っ
か

け
に
氾
濫
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、
地
域

の
団
結
し
た
水
防
が
行
な
わ
れ
る
意
志

と
覚
悟
が
な
い
と
で
き
な
い
も
の
で
す
。

濃
密
な
水
利
用
を
維
持
す
る

河
川
管
理
の
難
し
さ

　

揖
保
川
を
水
源
と
し
た
水
利
用
は
多

く
の
産
物
を
生
み
出
し
ま
し
た
が
、
よ

い
こ
と
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
揖
保
川
の
水
質
は
、
一
時
期
ひ
ど

く
悪
化
し
ま
し
た
。
高
度
経
済
成
長
期

に
林
田
川
沿
川
の
工
場
の
排
水
な
ど
で

水
質
汚
染
が
深
刻
化
し
、
全
国
ワ
ー
ス

ト
３
位
と
な
り
ま
し
た
。
濃
密
な
水
利

用
の
反
作
用
で
す
。

　

水
質
汚
染
の
著
し
い
川
に
対
し
、
当

時
の
建
設
省
、
兵
庫
県
、
姫
路
市
、
龍

野
市
、
太
子
町
は
清
流
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス

21
と
い
う
緊
急
的
に
水
質
を
改
善
す
る

た
め
の
行
動
計
画
を
策
定
し
、
下
水
道

整
備
な
ど
を
実
施
し
た
結
果
、
揖
保
川

の
水
質
は
劇
的
に
改
善
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
今
度
は
下
水
道
が
整
備
さ
れ

た
こ
と
な
ど
で
、
雨
が
少
な
い
冬
季
に

林
田
川
が
枯
れ
川
に
な
っ
て
し
ま
う
こ

8揖保川に沿って延 と々続く畳堤。畳堤は、日本でも
揖保川と長良川（岐阜県）、五ヶ瀬川（宮崎県）にしか
ない　9 畳堤の構造。畳（京間・本間サイズ）を1枚
ずつ差し込んでいく。畳は水分を含むと膨らむので強
度が増すという利点もある　10 畳堤について坂本
さんに説明する国土交通省近畿地方整備局姫路
河川国道事務所の城谷吉彦さん（中）と荘司周夫さん
（右）　11 支流・林田川へ水を送り込む取水口

12 揖保川の歴史と現状について話すみんなの川揖保川
会の吉田忠弘さん　13 みんなの川揖保川会の横田辰夫
さんと坂本さん。二人は以前どこかで顔を合わせた記憶がある
という　14 石倉が昨秋の台風で埋もれてしまったため、パワ
ーショベルとクレーン車で掘り出す　15水面下にうっすら見
えるのが「石倉」。河口から3㎞ほどのところに2カ所（計30基）
設置している。ウナギのモニタリング調査には市民も参加

15

11

910

8

14

1213
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109

と
も
起
こ
り
、
揖
保
川
か
ら
水
を
農
業

用
水
路
で
引
く
と
い
う
措
置
を
講
じ
ま

す
。
流
域
で
濃
密
な
水
利
用
が
続
け
ら

れ
る
よ
う
に
奮
闘
す
る
歴
史
を
見
て
、

河
川
管
理
の
難
し
さ
を
実
感
し
ま
し
た
。

揖
保
川
を
身
近
に
感
じ
る

ウ
ナ
ギ
の
石
倉
づ
く
り

　

川
を
利
用
し
、
川
と
と
も
に
暮
ら
し

が
構
築
さ
れ
て
き
て
い
た
揖
保
川
周
辺

の
人
々
で
し
た
が
、
ち
ょ
っ
と
気
に
な

る
こ
と
も
起
き
て
い
ま
す
。
最
近
、
川

で
遊
ぶ
子
ど
も
た
ち
や
親
子
も
減
っ
て

き
て
、
川
の
環
境
へ
の
関
心
が
薄
れ
て

い
ま
す
。
川
で
何
か
よ
く
な
い
変
化
が

起
こ
っ
て
い
て
も
気
が
つ
き
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
は
川
の
抱
え
る
「
無
関
心
」
と

い
う
現
代
病
で
す
。
揖
保
川
も
例
外
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
こ
で
は
、
漁
業
組
合
の
方
が
中
心

と
な
っ
て「
み
ん
な
の
川　

揖
保
川
会
」

を
つ
く
り
、「
ひ
ら
か
れ
た　

み
ん
な
の

川
」
を
理
念
に
、
揖
保
川
の
保
全
や
子

ど
も
た
ち
へ
の
河
川
教
育
に
も
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。
み
ん
な
の
川
揖
保
川
会

の
横
田
辰
夫
さ
ん
と
吉
田
忠
弘
さ
ん
に

お
聞
き
し
ま
し
た
。

「
揖
保
川
で
は
、
こ
れ
ま
で
魚
の
産
卵

場
づ
く
り
な
ど
河
川
の
環
境
・
生
態
系

に
か
か
わ
る
保
全
・
再
生
活
動
を
行
な

っ
て
き
ま
し
た
。
た
だ
し
漁
協
の
活
動

だ
け
で
は
、
河
川
環
境
の
回
復
は
図
れ

な
い
の
が
現
実
で
、
流
域
に
暮
ら
す
住

民
の
協
力
が
必
要
で
す
。
そ
こ
で
、
最

近
は
み
ん
な
で
保
全
活
動
を
行
な
っ
て

川
の
現
状
を
知
っ
て
も
ら
う
活
動
と
し

て
、
ウ
ナ
ギ
の
棲す

み
処か

と
な
る
石
倉
づ

く
り
を
始
め
ま
し
た
」

　

自
分
た
ち
が
石
倉
の
設
置
を
見
届
け
、

ど
の
く
ら
い
の
数
の
ウ
ナ
ギ
が
利
用
し

て
い
る
か
を
観
察
し
て
い
く
こ
と
は
関

心
を
高
め
る
こ
と
に
直
結
し
ま
す
。
活

動
を
通
し
て
人
々
が
揖
保
川
を
ど
う
活

用
し
て
か
か
わ
っ
て
い
き
た
い
か
と
い

う
こ
と
が
見
え
て
き
そ
う
で
す
。

濃
い
川
と
の
つ
き
あ
い
が

生
み
出
し
た
も
の

　

揖
保
川
流
域
は
降
水
量
が
少
な
く
、

平
野
も
少
な
い
、
水
も
伏
流
し
や
す
い

流
域
な
の
で
、
捉
え
方
に
よ
っ
て
は
人

が
住
み
に
く
い
地
域
で
す
。
し
か
し
、

揖
保
川
の
場
合
は
そ
れ
を
逆
手
に
と
り
、

制
約
さ
れ
た
条
件
の
な
か
で
、
あ
る
も

の
を
効
率
的
に
利
用
し
、
独
自
の
営
み

を
形
づ
く
っ
て
い
き
ま
し
た
。
上
流
域

の
難
所
を
切
り
開
い
て
発
達
さ
せ
た
舟

運
や
素
麺
、
薄
口
し
ょ
う
ゆ
、
皮
革
な

ど
の
地
場
産
業
は
高
度
利
用
の
成
果
の

現
れ
で
も
あ
り
ま
す
。
上
流
域
の
引
原

ダ
ム
で
確
保
さ
れ
た
工
業
用
水
は
播
磨

臨
海
工
業
地
域
の
発
展
に
欠
か
せ
な
い

こ
と
か
ら
も
、
揖
保
川
が
水
利
用
に
貢

献
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

川
と
の
つ
き
あ
い
方
が
濃
い
と
い
う

こ
と
は
、
地
域
に
住
む
人
に
と
っ
て
川

が
身
近
な
存
在
で
あ
る
と
も
い
え
ま
す
。

川
の
領
域
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
張
り
出
し
た

空
間
を
洪
水
の
一
瞬
だ
け
切
り
離
す
畳

堤
は
人
々
と
川
と
の
距
離
が
近
い
こ
と

を
表
し
て
い
ま
す
し
、
夕
焼
け
小
焼
け

の
赤
と
ん
ぼ
に
出
て
く
る
歌
詞
も
揖
保

川
が
育
ん
だ
龍
野
が
抒
情
的
に
表
現
さ

れ
た
証
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、

そ
ん
な
揖
保
川
を
人
々
の
身
近
な
存
在

で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
団
体
を
つ
く
っ
て

活
動
す
る
の
は
、
こ
れ
か
ら
先
も
揖
保

川
と
か
か
わ
り
つ
づ
け
て
い
き
た
い
と

い
う
人
々
の
意
思
の
表
れ
と
も
と
れ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

人
が
川
の
領
域
に
間
借
り
を
し
、
密

度
の
濃
い
つ
き
あ
い
方
を
し
て
き
た
こ

と
。
そ
れ
こ
そ
が
流
域
に
住
む
人
々
が

望
む
揖
保
川
な
の
だ
と
、
今
回
の
川
巡

り
を
通
じ
て
感
じ
ま
し
た
。

　
（
２
０
１
７
年
11
月
27
～
29
日
取
材
）

川名の由来【揖保川】
播磨国風土記の「粒（いひぼ）の丘」に
由来する。村石利夫編『日本全河川
ルーツ大辞典』（竹書房1979）より。

16 揖保川の河口付近に広がる播磨臨海
工業地域。素麺のほかにも薄口しょうゆや皮
革産業も盛んなのは、揖保川の水と風土が
あればこそだ　17 工業用水道の水源とな
る集水埋渠（しゅうすいまいきょ）が地下に埋
められている緑地帯。揖保川から播磨臨海
工業地域まで続く　18揖保川の取水口。
播磨臨海工業地域まで工業用水として送ら
れている

18 17

16
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第
5
回

ミツカン水の文化センターが 2017年度からスタートした「発見！水の文化」。従来の「里川文化塾」に比べ
てより身近で気軽な企画としたフィールドワークです。第3回「船でめぐる東京の水辺～江東の内部河川編～」
と第5回「江戸の水辺街歩き（深川編）」の様子をご紹介します。（残念ながら第 4回は台風の影響で中止）
週末の昼下がり、しかも比較的短い時間ということもあって、幅広い年齢層の方々にご参加いただきました。
2018年度の「発見！水の文化」にもぜひご期待ください！　http://www.mizu.gr.jp/hakken/houkoku/

好評だった第1回「日本橋編」に続き、講師に
斎藤善之さんをお招きして「江戸の水辺街歩き～
深川編～」を開催しました。
江戸時代に埋め立てが進んだエリア「深川」は
幕府の船庫が置かれたり、物流のターミナルにな
ったりと、さまざまな役割を果たしていました。往
時の面影はないところもありますが、専門家の解
説を聞き、江戸時代の風景を想像しながら、今に
引き継がれる「水の文化」を再発見しました。

参加者の声
「こんなにしっかりしたレジュメをいただけると思っていな
かった。。。後で振り返りながら再度今回のルートを巡ってみ
ようと思います！」（女性20代）
「多くのガイドツアーに参加しているが、ここまで内容の濃
いツアーは初めて」（男性70代）

センター活動報告

フィールドワーク新企画 「発見！水の文化」 が好評です！

江戸の水辺街歩き（深川編）
――2017年11月12日（日）13:00～16:30

万年橋を渡る参加者

新大橋で説明する
斎藤先生

講師：斎藤 善之（さいとう・よしゆき）さん 　東北学院大学経営学部 教授

Webで公開中！

開放感あふれるオープンデッキ型の
観光船に乗って、日本橋川から神田川、
そして隅田川を経て江東区の内部河川
を巡り日本橋に戻るというロングクルー
ズを体験しました。
もちろん、ただ眺めるだけではありま
せん。講師の阿部さんと高松さんから江
戸時代の名残、現在の様子、そしてこ
れからの水辺の可能性についてさまざ
まなお話をお聞きし、水辺と人の暮らし
について考えました。

船でめぐる東京の水辺
～江東の内部河川編～
――2017年 9月23日（土）13:00～16:30

旧中川のクルーズ風景

深川発祥の地「深川神明宮」 今は公園となっている干鰯場跡

深川神明宮

御船蔵跡
（新大橋）

川船番所跡
（万年橋）

干
ほしか

鰯場跡
霊巌寺

仙台藩邸跡

深川正米市場跡
紀文稲荷神社

富岡八幡宮
門前仲町

日本橋観光桟橋
発着

小名木川
扇橋閘門
クローバー橋

日本橋川
神田川

中川番所
旧中川

北十間川
横十間川

講師：高松 巌（たかまつ・いわお）さん 　一般社団法人 まちふね みらい塾　代表理事

阿部 彰（あべ・あきら）さん 　一般社団法人 まちふね みらい塾　専務理事

日本橋観光桟橋にて

橋の上の人たち
と手を振り合う

第
3
回

清洲橋
永代橋



編
集
後
記

「
拭
く
」
特
集
を
組
む
上
で
イ
タ
リ
ア
人
の
同
僚
と
話
を
し
て
驚
い
た
。

飴
で
指
が
べ
と
べ
と
に
な
っ
た
と
き
、彼
女
は
水
で
洗
え
な
い
場
合
は
乾

い
た
布
や
紙
で
拭
く
と
い
う
。そ
れ
に
対
し
て
私
は
絶
対
に
湿
っ
た
布
や

紙
で
拭
き
た
い
と
感
じ
た
。
水
が
な
け
れ
ば
す
っ
き
り
と
落
ち
な
い
し
、

綺
麗
に
な
ら
な
い
と
思
う
か
ら
だ
。
一
方
彼
女
は
、含
ま
れ
る
水
分
が
ど

ん
な
も
の
か
分
か
ら
な
い
。却
っ
て
汚
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
て
気

持
ち
が
悪
い
そ
う
だ
。
綺
麗
に
す
る
に
は
、湿
っ
た
も
の
で
拭
く
の
が
ベ

ス
ト
と
の
自
分
の
中
に
あ
る
感
覚
の
由
来
が
、今
回
取
材
を
進
め
て
腹
に

落
ち
た
。
そ
し
て
綺
麗
な
水
で
、
存
分
に
拭
け
る
こ
と
の
幸
せ
・
・
・
。

意
外
な
所
か
ら
水
の
恵
み
を
感
じ
る
企
画
で
あ
っ
た
。（
松
）

去
年
９
月
か
ら
水
の
文
化
セ
ン
タ
ー
の
担
当
に
な
り
ま
し
た
ジ
ョ
ー
ジ

（
イ
ギ
リ
ス
出
身
）で
す
。
今
回
の
テ
ー
マ
が
選
ば
れ
た
時
に
、実
を
言
う

と
「
拭
く
」
な
ん
て
い
っ
た
い
何
が
面
白
い
ん
だ
ろ
う
か
と
、
か
な
り

戸
惑
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
初
め
て
取
材
に
行
き
、
鈴
木
先
生
が
お
っ

し
ゃ
っ
た
「
今
と
い
う
時
間
、
こ
こ
と
い
う
場
所
」
の
大
切
さ
に
と
て

も
共
感
を
覚
え
ま
し
た
。
拭
く
と
い
う
行
為
は
色
ん
な
面
で
意
外
な
役

割
を
果
た
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
さ
せ
ら
れ
よ
い
経
験
に
な
り
ま
し
た
。

今
後
も
水
の
文
化
セ
ン
タ
ー
で
こ
の
よ
う
な
発
見
に
巡
り
合
え
ば
嬉
し

い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
！ 

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。（
Ｆ
Ｇ
）

テ
ー
マ
を
見
た
時
、
人
が
汚
れ
や
「
水
を
」
拭
く
の
だ
か
ら
、
と
て
も

「
水
の
文
化
」
ら
し
い
と
思
っ
た
。
け
れ
ど
、
こ
の
取
材
で
日
本
人
特
有

の
文
化
だ
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
「
水
で
」
拭
く
行
為
だ
と
わ
か
っ
た
。

こ
れ
か
ら
は
拭
き
掃
除
が
少
し
楽
し
く
な
り
そ
う
だ
。（
原
）

公
衆
ト
イ
レ
に
ハ
ン
ド
ド
ラ
イ
ヤ
ー
が
設
置
さ
れ
て
久
し
い
が
、
ハ
ン

カ
チ
や
タ
オ
ル
を
忘
れ
た
と
き
以
外
は
使
用
し
な
い
。
実
際
に
は
乾
い

て
い
る
け
ど
何
か
物
足
り
な
い
と
い
う
か
、
違
和
感
が
残
る
か
ら
だ
。

そ
れ
も
「
触
覚
」
の
話
を
聞
い
て
納
得
し
た
。「
拭
く
」
と
い
う
の
が
身

近
な
行
為
す
ぎ
て
無
意
識
だ
っ
た
が
、
新
た
な
発
見
に
感
謝
。（
力
）

時
折
、仕
事
場
の
ガ
ラ
ス
窓
を
拭
く
。
太
陽
の
光
が
き
れ
い
に
差
し
込
み
、

気
分
が
晴
れ
晴
れ
と
す
る
か
ら
だ
。
滞
り
が
ち
な
原
稿
書
き
も
、窓
を
拭

い
た
あ
と
は
多
少
は
か
ど
る
気
が
す
る
。い
ま
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
が
活
発
に

な
り
、寺
院
で
座
禅
や
雑
巾
が
け
を
体
験
す
る
外
国
人
観
光
客
が
増
え
て

い
て
、な
か
に
は
靴
を
脱
ぐ
生
活
の
快
適
さ
に
気
づ
く
人
も
い
る
と
の
こ

と
。
と
す
れ
ば
、
何
世
代
か
あ
と
に
は
家
に
帰
っ
た
ら
靴
を
脱
ぎ
、
床
を

拭
く
生
活
が
世
界
各
地
に
広
が
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
…
…
と
夢
想

す
る
前
に
、
ま
ず
は
自
分
の
次
の
世
代
に
、
拭
く
こ
と
の
意
義
や
習
慣
を

伝
え
よ
う
と
思
う
。（
前
）

水の文化  Information
■ 『水の文化』に関する情報をお寄せください
 本誌『水の文化』では、今後も引き続き「人と水のかかわ
り」に焦点をあてた活動や調査・研究などを紹介していき
ます。

 ユニークな水の文化楽習活動や、「水の文化」にかかわる
地域に根ざした調査や研究がありましたら、自薦・他薦を問
いませんので、事務局まで情報をお寄せください。

■ ホームページのお問い合わせ欄をご利用ください。
 http://www.mizu.gr.jp/

■ 水の文化 バックナンバーをホームページで
 本誌はホームページからPDFファイルとしてダウンロード
できるほか、冊子をご希望の方はホームページの「最新号
のお申し込みボタン」からお申し込みいただけます。どうぞ
ご利用ください。

■ 里川文化塾レポート詳細版は、ホームページで
 里川文化塾のレポート詳細版は、参加できなかった方も楽
しめる内容です。また、今後の「発見！水の文化」につい
ても、順次ホームページでご案内します。ご注目ください。
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ミツカン水の文化センター機関誌

水の文化 第58号
ホームページアドレス

http://www.mizu.gr.jp/

※禁無断転載複写

『水の文化』58号について、アンケートにご協力ください。
今後の機関誌をよりよくしていくための参考にさせていただきます。

◆アンケートへの回答はこちらから。
http://www.mizu.gr.jp/form58.html

皆さまの感想を
お待ちしています ！

※アンケート用紙をお持ちの方は、FAXまたはメールにて
下記へご返信いただく形でも結構です。

ＦＡＸ：０３-3297-8578
メールアドレス：tokyo-office@mizu.gr.jp



表紙：水を含ませた雑巾
で玄関の扉のガラスを
拭く手。拭くことはきわ
めて身近な行為だが、そ
の意味を考えたことは
あまりないかもしれない

（撮影：川本聖哉／撮影協力：
昭和のくらし博物館）

裏表紙上：清冽な井戸水に浸した雑巾を手で絞る。水の冷たさに身が引き
締まる瞬間だ（撮影：川本聖哉／撮影協力：昭和のくらし博物館） 下段右上：目覚
ましい普及を見せるスマートフォン。常に持ち歩くため、衛生面を考えて拭く
人が増えている（撮影：前川太一郎） 右下：台の上を拭く小学生の手。子ども
の頃の習慣は、大人になってもなくならないはずだ（撮影：藤牧徹也） 左上：人
間が身につけるアイテムのなかで、メガネは拭く頻度が高いものの一つだろ
う（撮影：藤牧徹也） 左下：車のフロントガラスを拭く。水洗いでは拭いきれな
いオイルなどの汚れは化学繊維で拭きとる（撮影：前川太一郎）58水の文化 February 2018  No.
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