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憩
い
の
場
で
あ
り
、一
日
の
疲
れ
を
癒

す
銭
湯
。街
角
か
ら
姿
を
消
し
つ
つ
あ
る

昔
な
が
ら
の
お
風
呂
屋
さ
ん
を
次
の
世
代

に
伝
え
よ
う
と
、全
国
を
訪
ね
歩
き
、イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
や
本
で
そ
の
魅
力
を
発
信
し

て
い
ま
す
。

１
年
の
半
分
は
全
国
を〝
湯
〟巡
り 

「
存
在
知
っ
て
も
ら
う
活
動
」

　

今
年
4
月
に
出
し
た
ば
か
り
の
銭
湯
の

本
に
続
き
、現
在
8
冊
目
を
執
筆
中
。「
旅

先
銭
湯
」シ
リ
ー
ズ
の
別
冊「
大
阪
の
風
呂

屋
を
歩
く（
仮
題
）」の
出
版
に
向
け
、6
月

の
週
末
も
カ
メ
ラ
片
手
に
大
阪
市
内
の
銭

湯
に
い
ま
し
た
。

　
「
銭
湯
は
毎
日
行
き
ま
す
が
、１
年
の
半

分
く
ら
い
は
全
国
の〝
湯
〟を
訪
ね
て
い
ま

す
。よ
く『
何
軒
回
り
ま
し
た
か
』と
聞
か

れ
ま
す
が
、と
く
に
数
え
て
な
い
で
す
ね
。

関
心
事
は
減
り
続
け
る
銭
湯
を
い
か
に

守
り
伝
え
る
か
で
す
」。そ
れ
は
銭
湯
の
宣

伝
活
動
で
あ
り
、サ
ポ
ー
タ
ー
の
発
掘
や

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
作
り
だ
と
い
い
ま
す
。

旅
先
で
出
会
っ
た
レ
ト
ロ
銭
湯 

「
ま
る
で
日
本
昔
話
の
世
界
！
」

　

初
め
て
の
銭
湯
は
市
立
田
井
小
学
校
4

年
生
の
頃
。「
古
く
な
っ
た
自
宅
の
風
呂
を

父
親
が
2
年
か
け
て
修
理
し
て
い
る
間
、

近
く
の
お
風
呂
屋
さ
ん
に
通
い
ま
し
た
」。

親
元
を
離
れ
た
学
生
時
代
も
利
用
し
、生

活
の
一
部
に
な
っ
て
い
た
銭
湯
の
見
方
が
一

変
し
た
の
は
17
年
前
で
し
た
。

　

息
子
さ
ん
と
２
人
で
訪
れ
た
鹿
児
島
の

指
宿
温
泉
で
の
こ
と
。「
明
治
か
ら
続
く
温

泉
銭
湯
に
入
り
ま
し
た
が
、黒
光
り
す
る
太

い
柱
や
梁（
は
り
）の
建
物
は
ま
る
で
日
本

昔
話
に
出
て
く
る
世
界
で
し
た
」。神
々
し

い
オ
ー
ラ
を
感
じ
る
よ
う
な
衝
撃
を
受
け
、

レ
ト
ロ
な
銭
湯
に
と
り
つ
か
れ
ま
し
た
。

　

関
西
に
も
戦
前
か
ら
の
銭
湯
が
数
多
く

残
っ
て
い
ま
し
た
。と
こ
ろ
が「
次
に
行
く

と
駐
車
場
に
な
っ
て
い
た
り
、解
体
中
だ
っ

た
り
。廃
業
は
経
営
者
の
高
齢
化
や
後
継

者
不
足
が
原
因
で
す
が
、文
化
遺
産
的
な

銭
湯
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。そ
ん
な
魅

力
を
何
か
の
形
で
伝
え
な
け
れ
ば
と
い
う

思
い
に
駆
ら
れ
ま
し
た
」。

　

す
ぐ
に「
関
西
の
激
渋
銭
湯
」と
い
う

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
。ツ
ア
ー
や
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
も
企
画
し
、銭
湯
の
本
も
出
す
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

ピ
ー
ク
時
の
8
分
の
1 

「
魅
力
伝
え
る
旅
続
け
た
い
」

　
「
銭
湯
の
あ
る
街
で
暮
ら
し
た
い
、銭
湯

の
あ
る
日
本
を
旅
し
た
い
」の
ス
ロ
ー
ガ

ン
を
掲
げ
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、関
西

だ
け
で
は
な
く
全
国
の
銭
湯
も
ユ
ー
モ
ラ

ス
な
筆
致
の
文
章
や
写
真
で
紹
介
。地
域

の
息
づ
か
い
も
感
じ
ら
れ
る
サ
イ
ト
は
情

報
が
満
載
で
す
。

　
「
伝
統
的
な
タ
イ
ル
絵
や
モ
ザ
イ
ク
ア
ー

ト
、石
造
り
の
床
や
湯
船
な
ど
江
戸
時
代

か
ら
昭
和
に
至
る
歴
史
を
色
濃
く
残
し
、

ど
こ
も
強
烈
な
個
性
を
発
揮
し
て
い
ま

す
」。

　

旅
先
で
の
も
う
一
つ
の
楽
し
み
は
、街
角

で
見
つ
け
た
居
酒
屋
で
ビ
ー
ル
を
ぐ
い
と

飲
み
干
す
湯
上
り
の
一
杯
。「
こ
れ
が
生
き

る
喜
び
で
す
」と
笑
い
ま
す
。

　

公
衆
浴
場
を
中
心
に
６
０
０
か
所
を
超

す
電
気
風
呂
に
入
り
、次
回
の
銭
湯
本
に

ゲ
ス
ト
で
登
場
す
る
辻
野
憲
一
さ
ん
は
、そ

ん
な
松
本
さ
ん
に
つ
い
て「
レ
ト
ロ
銭
湯
の

話
に
な
る
と
、マ
シ
ン
ガ
ン
の
よ
う
に
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
飛
び
出
し
、人
を
ひ
き
つ
け
る

魅
力
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
」。

　

全
国
浴
場
組
合
に
よ
る
と
、加
盟
数
は

約
２
０
７
０
軒
と
ピ
ー
ク
だ
っ
た
昭
和
43

年
の
8
分
の
1
に
減
っ
て
お
り
、「
廃
業
が

続
く
銭
湯
の
紹
介
は
時
間
と
の
戦
い
。伝

え
た
い
こ
と
は
ま
だ
ま
だ
多
く
、旅
は
ま

だ
続
き
そ
う
で
す
」。

大阪市内の銭湯で
取材する松本さん

松
ま つ も と

本 康
こ う

治
じ

さん（57歳）

出版社代表

　小さい頃、自宅が石津
南町の田んぼの真ん中
にぽつんと立ち、淀川の
堤防まで見通せました。
　「ひょうたん池」と呼ん
でいた自宅近くのため池
は、子どもたちの楽園で
した。用水路には春にな
るとコブナが泳ぎ、網で
すくうといっぱい捕れまし
た。今、そんな体験はでき
ませんよね。
　ちょうど高度経済成長
期と重なり、寝屋川市の
人口も急増した頃です。
田畑やため池は宅地な
どに変わって遊び場が減
り、子どもながらに寂しい
思いをしたことを覚えて
います。
　寝屋川市には19歳ま
で住んでいました。今は
明石海峡大橋を間近に
望む神戸市で暮らし、寝
屋川市を訪れることも少
なくなりました。

私と

レトロ銭湯の
魅力を発信

市
か
ら
の
お
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ら
せ
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