
※

１ 

灰
汁…

植
物
を
燃
や
す
際
に
出
る
灰
を
水
に
浸
し

て
得
る
、上
澄
み
液
。

※

２
苛
性
ソ
ー
ダ…

水
酸
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
こ
と
で
、石

鹸
作
り
に
欠
か
せ
な
い
薬
品
。毒
物
及
び
劇
物
取
締
法

に
よ
り
劇
物
に
指
定
。

洗い屋の力量が問われる道具「ささら」で、木目に蓄積した汚れをかきだす。
（築80余年の京都の町家で）

写真上／稲穂で編んだ藁箒でたっぷりと木
材に水を含ませる。
写真下／木目に沿って「ささら」の角度を調
節し、汚れを浮き立たせる。

薬品を染み込ませる「琉球（りゅうきゅう）」とい
う井草の箒。

薬品の濃度は素材を見てから現場で調整。

写真上／洗浄前。長年の汚れやドロ、油など
が染み込み、黒く変色した床。
写真中／洗浄中。汚れは変色した泡となっ
て表面に浮き出てくる。
写真下／洗浄後。美しい白木の木目を取り
戻した床。

今江さんが長年愛用してきた桶と
「藁箒」（左）と「ささら」（右）。美しい白木を取り戻した床により室内空間は明るい印象に。

｢

洗
い
屋｣

は
、柱
や
梁
、天
井
、建
具
な
ど
の

古
材
の
汚
れ
を
洗
い
流
し
、木
肌
の
美
し
さ

を
蘇
ら
せ
る
仕
事
で
す
。長
く
豊
か
な
木
造

建
築
の
歴
史
を
持
つ
わ
が
国
で
、そ
の
技
術

は
寺
社
や
町
家
の
維
持
再
生
に
重
用
さ
れ
、

大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
ま
し
た
。木
造

の
耐
久
性
や
時
を
経
た
木
の
質
感
や
趣
が

再
評
価
さ
れ
る
中
で
、古
都
京
都
を
中
心

に
数
々
の
名
建
築
の
洗
い
を
手
が
け
た
名

工
、今
江
清
造
氏
に
木
造
の
美
し
さ
を
蘇
ら

せ
る
技
の
一
端
を
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

遅
い
ス
タ
ー
ト
を
バ
ネ
に

仕
事
の
深
み
を
探
り

経
験
を
積
み
上
げ
る

　
今
江
さ
ん
が
古
材
の
汚
れ
を
洗
い
流
す

「
洗
い
屋
」の
家
業
を
継
い
だ
の
は
25
歳
。遅

い
ス
タ
ー
ト
で
し
た
。職
人
仲
間
は
皆
自
分

よ
り
年
下
。仕
事
の
イ
ロハ
を
今
さ
ら「
教
え

て
く
れ
」と
は
言
え
ず
、た
だ
先
輩
の
仕
事

振
り
を
見
て
、真
似
て
、覚
え
る
日
が
続
き

ま
し
た
。遅
い
ス
タ
ー
ト
に
打
ち
勝
つ
意
地
が

情
け
な
い
自
分
を
支
え
ま
し
た
。人
よ
り
早

く
現
場
に
行
き
、覚
え
た
こ
と
は
繰
り
返

し
、で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
仕
事
は
丁
寧
に

確
実
に
こ
な
す
。
作
業
の
中
に
常
に｢

な

ぜ
？
」を
持
ち
込
ん
で
仕
事
の
深
み
を
探
り
、

黙
々
と
経
験
を
積
み
上
げ
て
い
き
ま
し
た
。

百
の
現
場
に
合
う

百
の
洗
い
方
を

職
人
の
腕
が
判
断
す
る

　
京
都
に
は
寺
社
、屋
敷
、茶
屋
、町
家
な
ど

伝
統
的
な
木
造
建
築
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。

　
洗
い
は
、水
や
薬
品
を
用
い
て
洗
い
流
す

と
い
う
手
間
が
か
か
ら
な
い
よ
う
に
見
え
る

作
業
で
す
が
、木
の
種
類
や
産
地
、状
態
、建

物
の
用
途
や
場
所
に
よ
っ
て
洗
い
方
を
変
え

て
い
く
の
で
、百
の
現
場
に
は
、百
の
洗
い
方

が
あ
り
ま
す
。現
場
の
状
態
を
判
断
し
、最

適
な
洗
い
方
を
選
択
。そ
こ
に
職
人
の
腕
が

問
わ
れ
ま
す
。多
く
の
現
場
を
踏
ま
な
い
と

身
に
つ
か
な
い
技
能
で
す
。

　
汚
れ
を
浮
か
せ
る
た
め
の
薬
剤
も
、江
戸

時
代
は
ア
ル
カ
リ
性
の
液
体「
灰
汁（
あ

く
）」（
※1
）を
使
い
ま
し
た
が
、明
治
の
中
ご

ろ
か
ら
は
、強
ア
ル
カ
リ
性
で
劇
薬
の「
苛
性

ソ
ー
ダ
」（
※2
）が
多
く
使
わ
れ
る
よ
う
な
り

ま
し
た
。強
ア
ル
カ
リ
性
の
た
め
、濃
過
ぎ
る

と
木
肌
を
傷
め
る
危
険
が
あ
り
ま
す
。

　
微
妙
に
変
わ
る
条
件
の
中
、濃
度
調
節
は

熟
練
し
た
職
人
で
も
難
し
く
、危
な
い
作
業

で
す
。例
え
ば
台
湾
ヒ
ノ
キ
は
元
が
白
で
は

な
い
の
で
、い
く
ら
高
濃
度
の
薬
品
で
洗
っ
て

も
白
く
な
り
ま
せ
ん
。温
暖
な
気
候
で
育
っ

た
南
洋
材
は
目
が
粗
く
、色
も
浅
黒
い
の
が

特
徴
で
す
。素
材
の
元
の
木
肌
を
一
瞬
で
見

抜
き
、美
し
さ
を
引
き
出
す
よ
う
な
適
度

な
濃
度
が
わ
か
る
よ
う
に
な
る
に
は
、素
材

を
見
極
め
る
目
を
養
う
こ
と
が
大
切
だ
と

今
江
さ
ん
は
語
り
ま
す
。

ス
ギ
は
女
性
、

マ
ツ
は
男
性
の
肌
の
よ
う
に

素
材
を
見
極
め
て
洗
う

　
洗
い
は
、ま
ず
薬
品
を
浸
透
さ
せ
る
た

め
、稲
穂
で
編
ん
だ
藁
箒（
わ
ら
ぼ
う
き
）を

使
っ
て
水
を
た
っ
ぷ
り
と
木
材
に
含
ま
せ
ま

す
。水
が
乾
く
前
に
、適
度
な
濃
度
の
薬
品

を
井
草
の
箒
で
染
み
込
ま
せ
て
い
き
ま
す
。

「
ヒ
ノ
キ
や
ス
ギ
は
女
性
の
肌
の
よ
う
に
軟

ら
か
い
木
な
の
で
薬
品
は
薄
く
、逆
に
ト
ガ

や
マ
ツ
な
ど
は
男
性
の
よ
う
に
硬
い
木
な
の

で
、少
し
薬
品
の
濃
度
を
濃
く
し
な
い
と
い

け
な
い
」。

　
使
用
す
る
道
具
も
す
べ
て
手
作
り
で
す
。

「
道
具
を
見
れ
ば
力
量
が
分
か
る
」と
さ

れ
、特
に
木
目
の
奥
に
溜
ま
っ
た
汚
れ
を
か

き
出
す「
さ
さ
ら
」は
若
竹
の
真
皮
を
割
い

て
作
り
、竹
の
繊
細
な
腰
が
バ
ネ
と
な
っ
て

汚
れ
を
浮
き
立
た
せ
ま
す
。木
目
の
奥
深
い

汚
れ
は「
さ
さ
ら
」を
立
て
て
、浅
い
汚
れ
は

寝
か
せ
て
洗
い
、硬
い
木
は
力
を
入
れ
、軟
ら

か
い
木
は
な
で
る
よ
う
に
優
し
く
、微
妙
な

角
度
と
力
加
減
は
、古
材
を
見
極
め
る
職

人
だ
け
が
な
せ
る
熟
練
の
業
で
す
。

町
家
で
は

施
主
様
に
学
ぶ
こ
と
も
　

洗
い
は
家
を
維
持
す
る
文
化

　
今
江
さ
ん
は「
自
分
の
仕
事
に
自
信
が
持

て
た
の
は
50
歳
近
く
に
な
っ
て
か
ら
」と
言

わ
れ
ま
す
。京
都
の
今
宮
神
社
、白
峯
神
宮

な
ど
神
社
仏
閣
や
、祇
園
の
町
家
を
主
な

舞
台
に
仕
事
を
請
け
続
け
ま
し
た
。今
江

さ
ん
の
洗
い
の
美
し
さ
が
評
判
と
な
り
、特

に
祇
園
の
茶
屋
か
ら
は
２
年
に
一
度
く
ら
い

の
ペ
ー
ス
で
洗
い
の
依
頼
が
入
り
ま
し
た
。町

家
の
ご
主
人
か
ら
逆
に
素
材
の
扱
い
方
を
教

わ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。新
築
の
マ
ツ
の
舞

台
を
日
本
酒
で
磨
く
方
法
も
そ
の
一
つ
で

す
。古
都
に
は
素
材
を
生
か
し
て
家
を
長

持
ち
さ
せ
る
知
恵
が
根
付
い
て
い
ま
す
。家

を
維
持
す
る
手
入
れ
の
文
化
を
引
き
継
い

で
き
た
の
が｢

洗
い
屋｣

だ
と
い
え
ま
す
。

温
故
知
新
を
信
条
に

次
の
世
代
へ

洗
い
の
技
を
引
き
継
ぐ

　
今
江
さ
ん
の
洗
っ
た
建
物
を
見
た
人
は
そ

の
美
し
さ
に
驚
き
ま
す
。そ
の
評
価
が
広
が

る
中
、１
９
９
１（
平
成
３
）年
に
は
現
代
の

名
工
に
選
ば
れ
ま
し
た
。「
洗
い
の
職
人
は

年
々
減
り
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、洗
い
の
技
術

は
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
も
必
要
」と
話
す
今

江
さ
ん
。木
材
は
手
を
掛
け
れ
ば
、何
度
で

も
美
し
く
蘇
り
ま
す
。サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
が

叫
ば
れ
る
時
代
に
、日
本
な
ら
で
は
の
こ
の

技
術
が
残
さ
れ
、若
い
世
代
に
引
き
継
が
れ

る
こ
と
を
今
江
さ
ん
は
願
って
い
ま
す
。

今
江
清
造
氏

洗
い
屋

の
こ
こ
ろ

連

載

第
五
回

伝
統
建
築
の
渋
み
深
み
を
裏
で
支
え
る

「
洗
い
屋
」の
見
極
め
力

１
９
３
０（
昭
和
５
）年
京
都
生
ま
れ
。25
歳
で
叔
父
の
営
む
洗
工
店
に
勤
め
る
。

１
９
７
１（
昭
和
46
）年
に
今
江
洗
工
所
の
代
表
と
な
り
、株
式
会
社
イ
マ
エ
に
改
称
。

京
都
御
所
蛤
御
門
、日
本
記
念
館
ロッ
ク
フ
ェラ
ー
財
団（
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
）の
茶
室
な
ど
多
数
の
洗
い
を
手
掛
け
、

１
９
９
１（
平
成
３
）年「
現
代
の
名
工
」（
京
都
府
塗
装
工
業
協
同
組
合
主
催
）受
賞
。

現
在
は
取
締
役
会
長
。ま
た
山
伏
と
し
て
波
切
不
動
院（
京
都
市
左
京
区
）の
住
職
を
務
め
る
と
い
う
一
面
も
持
つ
。
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