
現
代
に
蘇
っ
た

〝
湯
屋
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
〞が

地
域
に
活
力
を
も
た
ら
す

い
て
お
り
快
適
そ
の
も
の
、正
月

に
な
る
と
新
調
さ
れ
る
木
桶
に
も

心
意
気
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。ち

な
み
に
、風
呂
に
使
わ
れ
て
い
る

の
は
地
下
１
３
７
ｍ
か
ら
汲
み
上

げ
た
地
下
水
で
、ど
こ
と
な
く
や

わ
ら
か
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。湯
船

は
熱
め
、普
通
、ぬ
る
ま
湯
の
３
種

が
用
意
さ
れ
て
お
り
、老
若
男
女

を
問
わ
ず
、誰
も
が
心
ゆ
く
ま
で
湯

船
に
浸
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
不
断
の
努
力
の
か
い

も
あ
っ
て
、滝
野
川
稲
荷
湯
は
知
る

人
ぞ
知
る
銭
湯
と
な
り
、映
画『
テ

ル
マ
エ・ロ
マ
エ
』の
ほ
か
、数
々
の

映
像
作
品
の
ロ
ケ
地
に
も
使
わ
れ

て
き
た
。ま
た
、そ
の
歴
史
的・文
化

的
価
値
は
公
的
に
も
高
く
評
価
さ

れ
て
お
り
、一
般
社
団
法
人
せ
ん
と

う
と
ま
ち
に
よ
る
調
査
活
動
を
経

て
、２
０
１
９
年
12
月
に
は
東
京
都

内
の
銭
湯
と
し
て
は
２
軒
目
の
登

録
有
形
文
化
財
に
認
定
。稲
荷
湯
に

隣
接
し
、か
つ
て
従
業
員
が
住
ん
で

い
た
と
い
う
築
１
０
０
年
を
超
え

る
二
軒
長
屋
も
同
じ
く
認
定
さ
れ

た
。さ
ら
に
、世
界
中
の
修
復・保
存

活
動
が
求
め
ら
れ
る
文
化
遺
産
へ

の
支
援
を
行
っ
て
い
る「
ワ
ー
ル

ド
・
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
財
団
」の

ウ
ォ
ッ
チ・リ
ス
ト
２
０
２
０
に
も

選
定
さ
れ
る
。ア
メ
リ
カ
ン
・
エ
キ

ス
プ
レ
ス
の
協
力
を
得
た
財
団
の

支
援
の
下
、銭
湯
の
耐
震
化
や
外

構
、二
軒
長
屋
の
修
復
と
耐
震
補

強
、再
生
工
事
が
行
わ
れ
た
。

　
こ
う
し
て
２
０
２
２
年
に
生
ま
れ

変
わ
っ
た
稲
荷
湯
長
屋（
二
軒
長
屋
）

が
今
、新
た
な〝
湯
屋
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
〞

と
し
て
機
能
し
始
め
て
い
る
。銭
湯

の
利
用
客
が
風
呂
に
入
る
前
後
に
立

ち
寄
り
、ビ
ー
ル
や
コ
ー
ヒ
ー
を
飲

み
な
が
ら
井
戸
端
会
議
に
花
を
咲
か

せ
る
湯
上
が
り
処
兼
カ
フ
ェ
に
な
っ

て
い
る
だ
け
で
な
く
、そ
の
ユ
ニ
ー

ク
な
空
間
を
活
か
し
て
数
多
く
の
イ

ベ
ン
ト
が
実
施
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

こ
れ
ま
で
に
も
近
隣
の
大
正
大
学
の

教
員
や
学
生
た
ち
が
企
画
し
た
バ
ス

ボ
ム（
入
浴
剤
）作
り
の
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
や
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
イ
ベ
ン

ト
の
ほ
か
、歌
謡
曲
や
沖
縄
ご
は
ん

に
特
化
し
た
イ
ベ
ン
ト
、古
着
や
古

道
具
の
販
売
、山
形
県
の
農
家
に
よ

る
マ
ル
シ
ェ
、ク
ラ
フ
ト
コ
ー
ラ
と

と
こ
ろ
て
ん
の
カ
フ
ェ
な
ど
が
開
催

さ
れ
て
き
た
。

　
銭
湯
の
持
つ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
場

と
し
て
の
役
割
が
外
に
拡
張
さ
れ
、

銭
湯
に
馴
染
み
の
な
い
人
も
立
ち
寄

り
や
す
い
空
間
が
生
ま
れ
た
。イ
ベ

ン
ト
へ
の
参
加
を
機
に
稲
荷
湯
、さ

ら
に
は
銭
湯
の
魅
力
に
気
付
き
、常

連
客
に
な
っ
た
人
た
ち
も
多
く
、中

に
は
自
ら
持
ち
込
み
の
企
画
を
す
る

人
た
ち
ま
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。銭

湯
と
長
屋
の
連
携
が
、新
た
な
可
能

性
を
切
り
拓
き
始
め
て
い
る
。

移
り
変
わ
る
街
の
中
で

変
わ
ら
ぬ
風
情
を
残
す
稲
荷
湯

歴
史
的
・
文
化
的
価
値
の
評
価

地
域
を
巻
き
込
み

新
た
な
可
能
性
を
切
り
拓
く

　

東
京
都
北
区
滝
野
川
、か
つ
て

種
子
屋
街
道
と
呼
ば
れ
た
こ
の
一

帯
は
戦
火
を
免
れ
、戦
後
か
ら
高

度
経
済
成
長
期
に
か
け
て
多
く
の

商
店
や
銭
湯
、そ
し
て
映
画
館
な

ど
が
立
地
し
て
い
た
。宅
地
開
発

が
進
ん
だ
今
日
、ほ
と
ん
ど
の
商

店
や
娯
楽
施
設
は
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
が
、所
々
に
残
さ
れ
た
木

造
建
築
物
、そ
し
て
入
り
組
ん
だ

細
い
路
地
か
ら
は
今
な
お
当
時
の

面
影
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

こ
の〝
風
情
〞の
中
核
を
な
し
て

い
る
の
が
滝
野
川
稲
荷
湯
だ
。５

代
目
女
将
の
土
本
公
子
さ
ん
に
よ

る
と
、こ
の
銭
湯
の
創
業
は
１
９

１
３
年（
大
正
２
年
）、現
在
の

堂
々
た
る
宮
造
り
の
建
物
は
１
９

３
０
年（
昭
和
５
年
）に
建
て
ら
れ

た
も
の
だ
と
い
う
。そ
の
外
観
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
内
観
に
も
往
時

の
雰
囲
気
は
健
在
、浴
室
に
描
か

れ
た
富
士
山
の
ペ
ン
キ
絵
は
も
ち

ろ
ん
、年
季
の
入
っ
た
番
台
や
高

い
格
天
井
な
ど
至
る
と
こ
ろ
に
風

情
が
あ
る
。も
ち
ろ
ん
、お
も
て
な

し
も
往
時
に
引
け
を
と
ら
な
い
。

公
子
さ
ん
は
両
親
や
祖
父
母
か
ら

学
ん
だ「
風
呂
屋
は
、清
潔
が
一

番
」と
い
う
教
え
を
胸
に
、家
族
と

と
も
に
日
中
は
番
台
か
ら
常
連
客

を
見
守
り
、営
業
後
は
深
夜
ま
で

掃
除
に
励
む
と
い
う
日
々
を
送
り

続
け
て
い
る
。実
際
、浴
室
も
脱
衣

場
も
隅
々
ま
で
手
入
れ
が
行
き
届
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滝 野川稲 荷 湯

北 区の
記憶あつめ編

Vo l .1

第1号

滝野川稲荷湯の入口に面する路地。

有志たちが集い土壁再生を行った。

まちの湯上り処「稲荷湯長屋」 金/土/日16:00-20:00　
（SNSと稲荷湯の掲示板にて営業情報を公開）

お披露目会の様子。
地元の人々が長屋に集まり賑わいを見せた。

滝野川稲荷湯 東京都北区滝野川６丁目27－14  JR埼京線「板橋駅」、都営三田線「西巣鴨駅」徒歩6分
15 : 0 0～翌24 : 3 0  定休日：毎週水曜日 月1回連休あり

番台 薬湯 あつ湯の浴槽 ぬる湯の浴槽（41度以下） ペンキ絵 ランドリー 駐車場（無料）

た
ね
や

ご
う
て
ん
じ
ょ
う

A b o u t

滝野川稲荷湯
SE N T O  D A T Aせ ん と う 情 報

Photo /  TADA



※「記憶地図」は、一部ご近所の皆さまの記憶や思い出を元に作成しています。事実と異なる表記があるかもしれませんが、ご了承ください。

滝
野
川
稲
荷
湯
を
中
心
に
広
が
っ
た

「
に
っ
こ
り
会
」ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

―

土
本
公
子
さ
ん
（
５
代
目
女
将
）

　

５
月
25
日
、
記
憶
集
め
ト
ー
ク
イ
ベ
ン

ト
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
れ
は
滝
野
川
稲
荷

湯
周
辺
の
か
つ
て
の
写
真
や
地
図
を
見
な

が
ら
地
域
の
記
憶
を
掘
り
起
こ
し
て
い
こ

う
と
い
う
も
の
だ
。
ご
近
所
の
方
々
に
ご

参
加
頂
き
、
思
い
思
い
に
語
り
合
っ
て
も

ら
っ
た
。

　

ま
ず
話
題
に
上
が
っ
た
の
は
戦
後
か
ら

高
度
経
済
成
長
期
に
か
け
て
の
賑
わ
い
ぶ

り
だ
。
近
隣
の
滝
野
川
銀
座
は
江
戸
時
代

か
ら
種
子
屋
街
道
と
し
て
栄
え
て
き
た
だ

け
に
「
当
時
は
ま
だ
種
子
屋
が
た
く
さ
ん

あ
っ
た
」「
種
子
屋
の
シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン
ド
ウ

に
何
ら
か
の
賞
を
獲
っ
た
大
根
の
ホ
ル
マ

リ
ン
漬
け
が
展
示
さ
れ
て
い
た
」
と
参
加

者
。
ま
た
「
八
百
屋
や
豆
腐
屋
、
米
屋
、

時
計
屋
な
ど
が
各
町
会
に
２
〜
３
軒
あ
っ

た
」
そ
う
で
、
中
に
は
「
子
ど
も
の
頃
に

は
お
つ
か
い
で
、
鍋
を
持
っ
て
豆
腐
を
買

い
に
行
っ
た
り
し
て
い
た
」
と
い
う
参
加

者
も
。
さ
ら
に
、
当
時
は
腕
の
立
つ
鳶
や

大
工
、
左
官
職
人
が
た
く
さ
ん
い
て
、「
誰

に
普
請
を
頼
む
か
で
揉
め
る
こ
と
も
あ
っ

た
」
と
か
。
一
方
で
、
娯
楽
施
設
も
充
実

し
て
い
た
よ
う
で
「
映
画
館
な
ど
の
ネ
オ

ン
サ
イ
ン
が
多
か
っ
た
」「
映
画
館
が
２
つ

あ
り
、
よ
く
レ
イ
ト
シ
ョ
ー
を
観
に
行
っ

て
い
た
」
と
い
っ
た
声
も
寄
せ
ら
れ
た
。

　

で
は
、当
時
の
稲
荷
湯
近
隣
が
ど
う
だ
っ

た
か
と
い
う
と
、
す
ぐ
近
く
に
「
フ
ラ
ン

ス
屋
敷
」
と
呼
ば
れ
る
風
変
り
な
建
物
が

あ
り
、
そ
の
隣
に
は
納
豆
屋
が
。
し
か
も
、

そ
の
納
豆
屋
の
女
将
さ
ん
が
発
す
る「
な
っ

と
〜
、
な
っ
と
〜
」
と
い
う
呼
び
込
み
が

ち
ょ
っ
と
し
た
名
物
に
な
っ
て
い
た
そ
う

だ
。
声
と
い
え
ば
、
稲
荷
湯
も
負
け
て
は

い
な
い
。
先
々
代
の
旦
那
さ
ん
の「
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
せ
〜
」
と
い
う
声
は
通
り
が
良

く
、
５
〜
６
軒
先
ま
で
聞
こ
え
て
い
た
し
、

地
域
の
宴
会
で
は
モ
ノ
マ
ネ
の
ネ
タ
に
な

る
ほ
ど
親
し
ま
れ
て
い
た
と
い
う
。
ち
な

み
に
、
当
時
の
稲
荷
湯
に
は
利
用
客
の
背

中
を
流
す
三
助
の
ほ
か
、
赤
ん
坊
の
面
倒

を
み
る
女
中
も
い
た
そ
う
で
、
そ
の
様
子

に
思
い
を
馳
せ
る
参
加
者
も
い
た
。
は
た

し
て
、
次
の
銭
湯
で
は
ど
ん
な
記
憶
が
集

ま
る
か
、
今
か
ら
楽
し
み
で
な
ら
な
い
。

　

滝
野
川
稲
荷
湯
の
歴
史
は
初
代
・
土

本
仁
之
助
と
２
代
目
・
伊
三
郎
が
故
郷

の
石
川
県
羽
咋
郡
志
賀
町
で
大
火
に
見

舞
ま
わ
れ
、
生
活
の
た
め
に
東
京
で
銭

湯
を
営
む
弟
を
頼
っ
て
上
京
し
た
こ
と

か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
し
て
駒
込
の

亀
の
湯
は
じ
め
い
く
つ
か
の
銭
湯
を
経

て
、
１
９
１
３
年
（
大
正
２
年
）
に
は

滝
野
川
の
草
津
湯
を
借
り
て
営
業
を
始

め
、
１
９
１
８
年
（
大
正
７
年
）
に
は

こ
の
草
津
湯
を
買
い
取
っ
て
独
立
。
隣

に
稲
荷
社
が
あ
っ
た
た
め
、
い
つ
の
頃

か
ら
か
稲
荷
湯
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
そ
う
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
う
ち
の
親
族
た
ち
は
か

つ
て
「
に
っ
こ
り
会
」
と
い
う
グ
ル
ー

プ
を
作
り
、
月
に
１
回
の
食
事
会
を
行

い
、
皆
が
銭
湯
の
オ
ー
ナ
ー
に
な
れ
る

よ
う
、
そ
し
て
そ
の
経
営
が
順
調
に
い

く
よ
う
に
協
力
し
合
っ
て
い
ま
し
た
。

お
か
げ
で
、
滝
野
川
稲
荷
湯
を
本
家
と

し
、
多
い
と
き
に
は
蓮
根
の
蓮
根
浴
場
、

志
村
の
稲
荷
湯
、
石
川
台
の
稲
荷
湯
の

ほ
か
、
豪
徳
寺
や
日
吉
、
鐘
ヶ
淵
、
雪
谷
、

小
岩
に
も
親
族
た
ち
が
銭
湯
を
構
え
る

ま
で
に
。
現
存
し
て
い
る
の
は
う
ち
と

５
湯
く
ら
い
で
、
に
っ
こ
り
会
の
活
動

も
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
私

も
幼
心
に
往
時
の
集
ま
り
が
と
て
も
賑

や
か
で
、
旅
行
な
ど
に
も
よ
く
出
か
け

て
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

滝 野 川 稲 荷 湯 周 辺
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わ
た
し
の
せ
ん
と
う
と
ま
ち

ー
北
区
の
記
憶
あ
つ
め
Ｖ
ｏ
ｌ
・
１ 

滝
野
川
稲
荷
湯
ー

稲
荷湯

に遊びにきてね！

ワークショップや近隣住民の方
へのインタビューを通して見え
てきたまちの記憶地図。かつて
の銭湯界隈のあたたかいまち
の風景を想像しながら、湯上り
に歩いてみましょう！

弁天座
映画館は弁天座と万
歳館の2館があり、そ
の界隈はネオンが多く
昼夜問わず賑わって
いたとの話。

みやま
55年もの間、稲荷湯に通っていたみや
まのご夫妻。あんみつは女優の中山美
穂さんも大好物だったとのこと。

滝野川稲荷湯
先々代の旦那さんの「いらっ
しゃいませー」という声が
向こう5、6軒先までよく通り
トレードマークならぬトレー
ドボイスだったとか。
写真は三助姿の先代の旦
那さんを囲んだ一枚。

梯子のりの話
十区4番組というのが近くに
あり、正月には若い人が各
店を回って梯子に上りご祝
儀集めをしていたとのこと。
砂糖問屋さんはご祝儀も弾
んでいてよく梯子のりが来て
いたんだとか。

いらっしゃい

ま
せ
〜

滝 野 川 稲 荷 湯 編

現在も営業中 閉店

駄
菓
子
屋
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まち並み
八百屋、米屋、豆腐屋、時計屋、電
気屋、海苔屋、材木店…生活に必
要なものは何でも揃っていたそう。
1923年（大正12年）の関東大震災
以降、下町の人たちが滝野川に大
移動し人が増えたという。種屋街道

旧中山道の巣鴨から滝野川三軒家まで
が「種子屋街道」と呼ばれている。滝野川
ゴボウ、滝野川ニンジンなども有名で、種
苗問屋や販売店が軒を連ねていたそう。

レイトショーがある日には、朝5時半くら
いに観客がぞろぞろと劇場を後にしてい
たそう。ちなみに稲荷湯長屋はかつてこ
こにあったものを現在地に移築。

提供：伊藤隆文

提供：松本忠 
提供：土本公子

提供：松本アヤ子
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万歳館→喫茶ロリー

亀の子束子
西尾商店
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虎月
1924年（大正13年）創業。
1969年頃までは都電の停留所のす
ぐ近くにあったそう。夜遅くまで人が
行き交い、クリスマスの時期は6畳の
部屋に入りきらないほどケーキを作っ
ていたのだとか。

https://bio.site/sentotomachi

活動支援の協賛・寄付を
募集しています


