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う

め

づ

し

ん

ぶ

ん 
梅

津

新

聞 
ミ 

キ
：
み
な
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
学
芸
員

が
く
げ
い
い
ん

の
ミ
キ
で
す
。
今

き
ょ

日 う

も
、
ち
ょ

っ
と
昔

む
か
し

の
道

ど
う

具 ぐ

の
こ
と
を
ク
イ
ズ
形

け
い

式
し
き

で
学

ま
な

ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。 

ユ
リ
エ
：
は
ー
い
。 

ミ 

キ
：
今
日
学
ん
で
い
く
道
具
は
、
こ
ち
ら
で
す
。（【
写
真

し
ゃ
し
ん

Ａ
・
Ｂ
】）
さ 

て
、
こ
の
道
具
は
何

な
に

に
使

つ
か

う
道
具
か
わ
か

り
ま
す
か
？
ち
な
み
に
進
化

し

ん

か

し
た
も
の

は
、
今

い
ま

も
使
わ
れ
て
い
ま
す
よ
。 

ユ
リ
エ
：
お
鍋

な
べ

み
た
い
な
形
を
し
て
い
る

よ
。
料
理

り
ょ
う
り

に
使
う
道
具
と
か
？ 

ミ 

キ
：
残
念

ざ
ん
ね
ん

、
違

ち
が

い
ま
す
。
１
つ
め
の
ヒ
ン
ト
を
見 み

て
み
ま
し
ょ
う
。 

    

ミ 

キ
：
熱
々

あ
つ
あ
つ

の
炭
を
入
れ
る
の
で
、
熱
を
利
用

り

よ

う

し
た
道
具
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
底

そ
こ

が

平
た
い

ら
に
な
っ
て
い
る
の
も
ポ
イ
ン
ト
で
す
。 

 

ユ
リ
エ
：
分 わ

か
ら
な
い
よ
ー
。 

ミ 

キ
：
そ
れ
で
は
２
つ
め
の
ヒ
ン
ト
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。 

     

ミ 

キ
：
こ
れ
か
ら
機
能

き

の

う

は
ど
ん
ど
ん
進
化
し
て
い
き
ま

す
が
、
形
の
変
化

へ

ん

か

は
あ
ま
り
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
形
で
、

熱
を
利
用
し
て
い
る
も
の
と
い
っ
た
ら
… 

ユ
リ
エ
：
ア
イ
ロ
ン
だ
ぁ
！
服

ふ
く

の
し
わ
を
伸 の

ば
す
道
具
だ

ね
！ 

ミ 

キ
：
大
正
解

だ
い
せ
い
か
い

！ 

今日のおともだち 

ユリエちゃん 

学芸員 

ミキさん 

写真 A 

ヒ
ン
ト
１
：
使
い
方 

鉄
て
つ

の
部
分

ぶ

ぶ

ん

（
黒

く
ろ

い
部
分
）
に
熱

ね
っ

し
た
炭

す
み

を
入 い

れ
て
使
い
ま
す
。 

写真 B 

(底面) 

ヒ
ン
ト
２
：
進
化
し
た
す
が
た
（
明
治

め

い

じ

時
代

じ

だ

い

～
昭
和

し
ょ
う
わ

30

年
代
）【
写
真
Ｃ
】 



ふ
た
が
開

ひ
ら

い
て
、
中

な
か

に
炭
を
入
れ
て
使
い
ま
す
。 



煙
突

え
ん
と
つ

か
ら
空

く
う

気 き

を
取 と

り
入 い

れ
ま
す
。 

写真Ｃ 
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ミ 

キ
：
そ
の
悩

な
や

み
を
解

か
い

決
け
つ

し
た
の
が
【
写
真 

Ｃ
】
の
「
炭
火

す

み

び

ア
イ
ロ
ン
」
で
す
。
こ
れ
は
明

治
時
代
か
ら
昭
和
30

年
代
ま
で
使
わ
れ
て
い

た
も
の
で
、
ふ
た
が
つ
い
て
火
の
粉
が
周

ま
わ

り
に

飛
ば
な
く
な
り
ま
し
た
。【
写
真
Ｅ
】 

ユ
リ
エ
：
上

う
え

に
と
っ
て
が
つ
い
て
い
る
か
ら
、

し
わ
を
伸
ば
し
や
す
そ
う
！ 

ミ 

キ
：
そ
う
で
す
ね
。「
火
の
し
」
に
比

く
ら

べ
て

力
を
入
れ
や
す
く
な
り
ま
し
た
。 

ミ 

キ
：
大
正

た
い
し
ょ
う

時
代
に
入
る
と
、
電

で
ん

気 き

ア
イ
ロ

ン
が
広

ひ
ろ

ま
り
ま
す
。
電
気
で
熱
し
て
い
る
の 

ミ 

キ
：
ア
イ
ロ
ン
の
歴
史

れ

き

し

は
古

ふ
る

く
、
江
戸

え

ど

時

代
か
ら
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。【
写
真
Ｄ
左
】
の

道
具
は
「
火 ひ

の
し
」
と
い
っ
て
、
昭
和
時
代
初

し
ょ

期 き

ま
で
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
「
火
の

し
」
と
同

お
な

じ
時 じ

期 き

に
使
わ
れ
て
い
た
の
が
、【
写

真
Ｄ
右
】
の
道
具
で
す
。 

ユ
リ
エ
：
棒

ぼ
う

の
先

せ
ん

端
た
ん

が
小

ち
い

さ
い
ア
イ
ロ
ン
み
た

い
な
形
を
し
て
い
る
ね
。 

ミ 

キ
：
こ
ち
ら
は
「
こ
て
」
と
い
い
ま
す
。

細
こ
ま

か
い
と
こ
ろ
の
し
わ
を
伸
ば
す
の
に
使
い

ま
し
た
。 

 

ミ 

キ
：「
火
の
し
」
は
炭
を
入
れ
て
使
い
ま
す

が
、
火
の
粉 こ

が
飛 と

ん
で
、
服
に
引
火

い

ん

か

し
て
し
ま

う
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。 

ユ
リ
エ
：
火
事

か

じ

に
な
っ
ち
ゃ
う
よ
～
！ 

     

で
、
炭
火
と
違

ち
が

っ
て
途 と

中
ち
ゅ
う

で
冷

つ
め

た
く
な
る
心

し
ん

配
ぱ
い

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
初

は
じ

め
の
頃

こ
ろ

の
も

の
は
温
度

お

ん

ど

調
節

ち
ょ
う
せ
つ

が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

の
後 ご

徐
々

じ
ょ
じ
ょ

に
便
利

べ

ん

り

に
な
る
工
夫

く

ふ

う

が
な
さ
れ
て

い
き
ま
し
た
。
ユ
リ
エ
ち
ゃ
ん
の
家

い
え

で
使
っ
て

い
る
コ
ー
ド
レ
ス
ア
イ
ロ
ン
は
、
今
か
ら
約

30

年
前
に
登
場

と
う
じ
ょ
う

し
た
ん
で
す
よ
。 

ユ
リ
エ
：
コ
ー
ド
が
じ
ゃ
ま
に
な
ら
な
く
て
便

利
だ
っ
て
、
お
か
あ
さ
ん
が
言 い

っ
て
た
よ
。 

↓アイロンの歴史年表 

写真Ｄ 

火のし こて 

写真Ｅ 

炭火アイロン 

時代

（西暦）
できごと

江戸時代

明治時代

明治43年

（1910）

大正4年

（1915）

昭和29年

（1954）

63年

（1988）

コードレスアイロンが

登場

炭火アイロンが広く使

われる

アメリカで電気アイロ

ンが広まる

初めての国産電気アイ

ロンが登場

スチームアイロンが登

場

火のし・こてが使われ

る  火の粉が飛ばなくな

る 

 電気が使われ、温度

が下がらなくなる 

 温度調節ができるよ

うになる 

 水を入れて蒸気が出

せるようになる 

 本体からコードがな

くなって、動かしや

すくなる 


