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の
経
営
者
は
、
新
潟
・
富
山
・
石
川
の
北
陸

３
県
の
出
身
者
が
多
か
っ
た
こ
と
。
こ
の
地

方
の
出
身
者
は
出
稼
ぎ
と
し
て
上
京
し
て
浴

場
で
働
く
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
わ
れ
、
や

が
て
「
の
れ
ん
分
け
」
の
よ
う
に
し
て
経
営

に
携
わ
り
、
都
心
か
ら
都
下
へ
と
広
ま
っ
て

い
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
、
武
蔵
野

市
で
１
軒
営
業
し
て
い
る
境
南
浴
場
の
代

表
・
毛
利
友
昭
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
「
う
ち
の

創
業
者
で
あ
る
祖
父
の
太
六
も
富
山
県
の
出

身
で
す
。
銭
湯
の
経
営
者
に
北
陸
３
県
の
出

身
者
が
多
か
っ
た
の
は
事
実
の
よ
う
で
、
最

初
に
成
功
し
た
人
が
親
戚
や
地
元
の
知
り
合

い
を
呼
び
寄
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
『
銭
湯

は
儲も
う

か
る
ら
し
い
』
と
上
京
す
る
人
が
増
え

て
い
っ
た
と
祖
父
か
ら
聞
い
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
〇
〇
組
と
い
う
地
元
出
身
者
の
派
閥

銭
湯
の
煙
突
が

ま
ち
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
だ
っ
た

　

ま
ち
の
そ
こ
か
し
こ
に
あ
っ
た
公
衆
浴
場
。

人
々
が
汗
を
流
し
、
湯
に
浸
か
っ
て
１
日
の

疲
れ
を
癒
や
し
、
近
所
の
顔
見
知
り
と
語
ら

う
憩
い
の
場
と
し
て
地
域
に
根
差
し
て
営
業

を
続
け
て
き
ま
し
た
が
、
近
年
、
そ
の
数
は

激
減
し
て
い
ま
す
。
家
庭
風
呂
の
普
及
に
よ

る
利
用
客
の
減
少
、
施
設
の
老
朽
化
、
改
修

を
担
う
職
人
の
不
足
、
経
営
者
の
高
齢
化
と

後
継
者
不
足
な
ど
、
閉
業
の
理
由
は
さ
ま
ざ

ま
で
す
が
、
武
蔵
野
市
で
も
、
平
成
３
年
に

17
軒
あ
っ
た
公
衆
浴
場
は
、
令
和
４
年
５
月

現
在
、
営
業
中
な
の
は
境
南
町
の
「
境
南
浴

場
」
１
軒
の
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
武

蔵
野
市
に
お
け
る
公
衆
浴
場
の
状
況
に
つ
い

て
触
れ
る
前
に
、
公
衆
浴
場
の
歴
史
を
簡
単

に
振
り
返
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

文
献
に
よ
れ
ば
、
後
の
銭
湯
に
該
当
す
る

入
浴
施
設
は
平
安
時
代
に
既
に
あ
っ
た
と
い

う
説
も
あ
り
ま
す
が
、
鎌
倉
～
江
戸
時
代
に

入
っ
て
湯
屋
、
風
呂
屋
と
し
て
広
ま
っ
た
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
以
降
、
明
治
・
大
正
・
昭

和
と
、
ま
ち
の
発
展
や
人
口
の
増
加
と
と
も

に
公
衆
浴
場
の
数
も
増
加
。
屋
根
か
ら
そ
び

え
る
煙
突
は
ま
ち
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
に
も
な

り
ま
し
た
。

　

特
筆
す
べ
き
な
の
は
、
東
京
の
公
衆
浴
場

の
よ
う
な
も
の
も
あ
っ
て
、
今
で
も
そ
の
名

残
は
あ
り
ま
す
ね
」
と
い
い
ま
す
。

　

境
南
浴
場
の
創
業
は
昭
和
29

年
で
す
が
、

も
と
も
と
は
武
蔵
野
市
の
市
営
浴
場
と
し
て

営
業
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
こ
の
年
に
毛
利
さ

ん
の
祖
父
・
太
六
さ
ん
が
市
か
ら
買
い
取
る

形
で
民
間
の
浴
場
と
し
て
の
営
業
を
ス
タ
ー

ト
。
昭
和
23
年
に
東
京
都
が
公
営
公
衆
浴
場

設
置
に
向
け
た
交
付
金
制
度
を
設
け
、
こ
れ

を
受
け
て
武
蔵
野
市
で
も
市
営
に
よ
る
公
衆

浴
場
の
設
置
が
始
ま
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
経

営
希
望
者
が
用
意
し
た
資
金
と
都
に
よ
る
交

付
金
を
合
わ
せ
て
浴
場
の
建
設
費
に
あ
て
る

も
の
で
、
『
武
蔵
野
市
百
年
史
』
に
は
「
本

市
で
も
吉
祥
寺
と
境
の
二
カ
所
に
相
次
い
で

市
営
公
衆
浴
場
が
誕
生
し
た
。
」
と
記
述
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
う
ち
の
一
つ
が
境
南

浴
場
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
昭
和
24
年
の
武
蔵

野
市
『
市
勢
要
覧
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
頃
、

武
蔵
野
市
内
で
営
業
し
て
い
た
民
間
の
浴
場

は
わ
ず
か
６
軒
。
す
で
に
家
庭
風
呂
が
普
及境南浴場 代表・毛利友昭さん

取材・文／さくらい伸

武蔵野ヒストリー
武蔵野にまつわる歴史を

楽しみながら学ぶ

昭和 30 年代の境南浴場の外観と周囲の風景

武蔵野市の公衆浴場

かつては武蔵野市内に多くあった公衆浴場、いわゆる銭湯も、今では１軒の営業となっています。

公衆浴場の歴史を振り返りながら、入浴だけでなく地域のコミュニティを育む場としても機能してきた

「まちの銭湯」の役割と存在意義について考えてみましょう。
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し
て
い
た
こ
と
と
、
戦
中
・
戦
後
に
か
け
て

の
燃
料
不
足
な
ど
に
よ
っ
て
閉
業
す
る
浴
場

が
増
え
た
た
め
だ
と
記
載
さ
れ
、
公
衆
衛
生

の
観
点
か
ら
も
市
営
の
浴
場
設
置
を
進
め
る

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

や
が
て
昭
和
30
～
40
年
代
の
高
度
成
長
期

に
か
け
て
、
武
蔵
野
市
内
に
公
衆
浴
場
が

次
々
と
誕
生
し
た
と
考
え
ら
れ
、
市
の
資
料

に
よ
れ
ば
、
昭
和
48
年
４
月
時
点
で
吉
祥
寺

エ
リ
ア
だ
け
で
も
10
軒
以
上
あ
っ
た
と
い
う

か
ら
驚
き
ま
す
。
境
南
浴
場
の
毛
利
さ
ん
も
、

「
お
そ
ら
く
こ
の
頃
が
公
衆
浴
場
の
軒
数
と

し
て
は
ピ
ー
ク
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
祖
父
や
２
代
目
の
父
か
ら
聞
い
た
話

で
は
、
う
ち
も
最
盛
期
に
は
定
員
20
人
の
と

こ
ろ
、
お
よ
そ
１
０
０
０
人
が
訪
れ
て
代
わ

る
代
わ
る
入
浴
す
る
く
ら
い
盛
況
だ
っ
た
そ

う
で
す
」
と
語
り
ま
す
。

地
域
の 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
場
と
し
て
の 

公
衆
浴
場
の
役
割

　

そ
れ
以
降
は
徐
々
に
利
用
者
と
浴
場
の
数

が
減
少
し
て
い
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ

う
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
、
昭
和

56
年
に
「
公
衆
浴
場
の
確
保
の
た
め
の
特
別

措
置
に
関
す
る
法
律
」
を
国
が
公
布
し
て
い

る
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
特
別

措
置
に
よ
る
補
助
で
公
衆
浴
場
の
減
少
を
食

い
止
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
法
律
で
、
こ

の
頃
に
は
減
少
し
始
め
て
い
た
こ
と
が
う
か

が
え
ま
す
。
『
武
蔵
野
市
百
年
史
』
に
よ
れ

ば
、
「
本
市
で
も
昭
和
五
十
八
年
に
二
二
軒

あ
っ
た
銭
湯
が
平
成
一
五
年
に
は
一
〇
軒
に
。

そ
し
て
（
平
成
）
二
一
年
九
月
に
ま
た
一
軒
、

市
内
か
ら
銭
湯
の
煙
突
が
消
え
た
。
」
と
記

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

市
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
状
況
に
手
を
こ

ま
ね
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
「
市
公
衆

浴
場
利
用
、
高
齢
者
地
域
活
動
推
進
事
業
実

施
要
綱
（
昭
和
56

年
施
行
）
」
や
「
市
公
衆

浴
場
活
性
化
対
策
補
助
金
交
付
要
綱
（
平
成

５
年
施
行
）
」
に
基
づ
き
、
公
衆
浴
場
に
対

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
補
助
や
活
性
化
の
支
援
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。
新
年
に
高
齢
者
を
対
象

と
し
た
無
料
で
の
入
浴
を
実
施
し
、
「
レ
モ

ン
湯
」
「
ラ
ベ
ン
ダ
ー
湯
」
な
ど
の
新
た
な

試
み
に
対
し
て
も
補
助
を
行
い
、
施
設
の
改

修
費
用
の
一
部
も
補
助
す
る
な
ど
の
策
を
講

じ
て
き
ま
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
減
少
に
歯

止
め
が
か
か
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
５
、
６
年
、
漫
画
な
ど

の
影
響
か
ら
若
い
世
代
を
中
心
に
一
大
サ
ウ

ナ
ブ
ー
ム
が
到
来
し
、
風
向
き
が
変
わ
っ
て

き
ま
し
た
。
境
南
浴
場
も
、
「
サ
ウ
ナ
愛
好

家
＝
サ
ウ
ナ
ー
」
の
聖
地
の
一
つ
と
し
て
市

外
か
ら
も
多
く
の
利
用
客
が
訪
れ
る
人
気
の

施
設
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

「
サ
ウ
ナ
ブ
ー
ム
で
新
し
い
お
客
さ
ん
も

増
え
て
、
経
営
的
に
は
随
分
助
か
っ
て
い
ま

す
。
サ
ウ
ナ
は
25
年
ほ
ど
前
、
父
が
家
族
の

反
対
を
押
し
切
っ
て
設
置
し
た
も
の
。
先
見

の
明
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
父
は
10
年

前
に
他
界
し
た
の
で
、
こ
の
ブ
ー
ム
を
知
ら

ず
じ
ま
い
だ
っ
た
こ
と
が
悔
や
ま
れ
ま
す
。

で
も
、
ブ
ー
ム
は
い
ず
れ
終
わ
り
ま
す
。
何

割
か
の
お
客
さ
ん
は
ブ
ー
ム
が
去
っ
て
も

残
っ
て
く
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
や
は
り
銭

湯
と
い
う
場
所
は
、
長
年
通
っ
て
く
れ
て
い

る
地
域
の
お
客
さ
ん
の
た
め
の
も
の
だ
と
私

は
考
え
て
い
ま
す
。
い
ま
、
八
百
屋
さ
ん
や

魚
屋
さ
ん
な
ど
、
〇
〇
屋
と
い
う
地
域
密
着

の
店
が
ま
ち
か
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、

私
た
ち
も
『
ま
ち
の
風
呂
屋
』
と
し
て
地
域

の
方
た
ち
を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
。
そ
う

思
っ
て
い
る
ん
で
す
」
と
毛
利
さ
ん
。

　

そ
も
そ
も
公
衆
浴
場
は
、
ま
ち
の
情
報
が

集
積
さ
れ
る
場
で
あ
り
、
地
域
住
民
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
空
間
で
あ
り
、
子
ど
も
た
ち

に
と
っ
て
は
社
会
性
や
マ
ナ
ー
を
学
ぶ
教
室

で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
役
割
や
あ
り
が
た

み
を
再
認
識
し
た
い
も
の
で
す
。

昭和48年4月時点の武蔵野市の銭湯マップ（出典：武蔵野市地域生活環境指標昭和48年版）
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