
 

 

 

いつの時代
じ だ い

も、洗濯
せんたく

してシワのない衣服
い ふ く

にする家事
か じ

は大変
たいへん

なことでした。 

和服
わ ふ く

などは、縫
ぬ

い糸
いと

を解
ほど

いて

反物状
た ん も の

にして洗
あら

い、洗
あら

い上
あ

がった

布
ぬの

に数
すう

センチ間隔
かんかく

に両端
りょうたん

に針
はり

を

挿
さ

し込
こ

んだ細
ほそ

い伸子針
しんしばり

で布
ぬの

を張
は

り、両端
りょうたん

から強
つよ

く張
は

って乾
かわ

かしま

した。また半端
は ん ぱ

な布
ぬの

切
き

れは『張板
はりいた

』

に張
は

り付
つ

けて乾
かわ

かしました。 

乾
かわ

いた布
ぬの

は、江戸
え ど

時代
じ だ い

までは、火熨斗
ひ の し

や鏝
こて

を使
つか

って布
ぬの

を伸
の

ばし、改
あらた

めて糸
いと

で縫
ぬ

って着物
き も の

に仕立
し た

てました。 

火熨斗
ひ の し

とは、金属製
きんぞくせい

の底
そこ

が平
たい

らな浅
あさ

い円筒形
えんとうけい

の鍋
なべ

のような

形
かたち

に柄
え

のついたもので、その皿
さら

に炭火
す み び

を入
い

れてその熱
ねつ

で伸
の

ばしました。 

鏝
こて

とは、焼鏝
やきごて

とも呼
よ

ばれ、小型
こ が た

のアイロンで、先端
せんたん

の部分
ぶ ぶ ん

を火鉢
ひ ば ち

やストーブの上
うえ

に置
お

いて熱
ねっ

して使
つか

いました。 
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