
　

ば
ん
ば
商
店
街
（
Ｊ
Ｒ
王
子

駅
や
都
電
飛
鳥
山
駅
が
最
寄
り
）

の
入
口
に
あ
る「
飛
鳥
山
温
泉
」。

１
９
６
５
年
に
、
現
店
主
の
小

野
塚
辰
幸
さ
ん
の
父
が
、
す
で

に
営
業
し
て
い
た
銭
湯
を
居
抜

き
で
買
い
取
り
、
屋
号
も
そ
の

ま
ま
引
き
継
い
だ
そ
う
だ
。「
私

は
当
時
４
歳
で
、
父
は
そ
れ
以

前
も
荒
川
区
で
銭
湯
を
営
ん
で

い
た
。
立
地
が
良
い
と
こ
ろ
を

探
し
た
末
に
、
こ
の
地
に
移
る

こ
と
に
な
っ
た
ん
だ
と
思
う
」

と
辰
幸
さ
ん
。
ち
な
み
に
、
辰

幸
さ
ん
の
両
親
の
ル
ー
ツ
は
い

ず
れ
も
新
潟
県
燕
三
条
地
域
。

同
郷
出
身
で
一
足
先
に
東
京
で

銭
湯
を
営
ん
で
い
た
長
沼
三
郎

さ
ん
（
上
野
の
「
寿
湯
」
や
鶯

谷
の
「
萩
の
湯
」
等
を
運
営
す

る
長
沼
家
の
創
業
者
）
を
頼
っ

て
上
京
。
何
軒
か
の
銭
湯
で
修

業
を
積
ん
だ
後
に
独
立
を
果
た

し
た
と
い
う
。

　

今
は
１
階
が
銭
湯
で
、
２
階

よ
り
上
が
マ
ン
シ
ョ
ン
と
い
う

造
り
に
な
っ
て
い
る
飛
鳥
山
温

泉
。
か
つ
て
は
ど
の
よ
う
な
姿

だ
っ
た
の
か
。「
昔
は
宮
造
り
と

ま
で
は
い
か
な
い
ま
で
も
、
立

派
な
２
階
建
て
の
木
造
建
築
で
、

脱
衣
場
の
天
井
が
非
常
に
高

か
っ
た
」
と
辰
幸
さ
ん
。
子
ど

も
の
頃
か
ら
銭
湯
の
手
伝
い
を

し
て
い
た
そ
う
だ
が
、「
番
台
に

座
っ
て
い
る
時
に
知
り
合
い
が

来
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
気
恥
ず

か
し
か
っ
た
」
と
話
す
。
そ
れ

も
そ
の
は
ず
、
当
時
は
常
に
満

員
御
礼
の
に
ぎ
わ
い
で
、
脱
衣

場
で
は
籠
の
合
間
を
縫
う
よ
う

に
歩
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ほ

ど
だ
っ
た
と
か
。女
中
も
い
て
、

女
湯
に
数
人
常
駐
し
、
赤
ん

坊
の
世
話
な
ど
を
し
て
い
た

と
い
う
。

　

そ
の
後
、
１
９
８
６
年
に
建

て
替
え
を
行
い
、
フ
ロ
ン
ト
の

前
に
飲
食
ス
ペ
ー
ス
を
設
置
。

カ
ラ
オ
ケ
ま
で
設
け
ら
れ
て
お

り
、
連
日
、
風
呂
上
が
り
の
食

事
や
酒
を
楽
し
む
人
で
盛
り
上

が
っ
た
。「
パ
ー
ト
を
２
人
雇
っ

て
い
た
が
、
時
に
は
私
だ
け
で

銭
湯
の
仕
事
と
、
フ
ー
ド
・
ド

リ
ン
ク
作
り
を
や
ら
な
け
れ
ば

い
け
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
。
銭

湯
の
営
業
時
間
中
は
常
に
飲
食

ス
ペ
ー
ス
も
稼
働
し
て
い
た
の

で
、
ま
さ
に
目
が
回
る
忙
し
さ

だ
っ
た
」と
苦
笑
す
る
。そ
し
て
、

あ
ま
り
の
多
忙
さ
と
銭
湯
を
訪

れ
る
利
用
客
が
減
少
し
始
め
て

き
た
こ
と
を
受
け
て
、
１
９
９

９
年
の
改
装
を
機
に
飲
食
事
業

か
ら
の
撤
退
を
決
意
。
だ
が
現

在
も
、
そ
の
ス
ペ
ー
ス
は
広
め

の
ロ
ビ
ー
に
な
っ
て
お
り
、
風

呂
上
が
り
の
お
客
が
ビ
ー
ル
や

ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
を
味
わ
い
な

が
ら
談
笑
す
る
憩
い
の
空
間
に

な
っ
て
い
る
。

　

飛
鳥
山
温
泉
は
地
域
と
も
深

い
つ
な
が
り
を
持
っ
て
き
た
。

「
ば
ん
ば
商
店
街
の
会
員
に
な
っ

て
お
り
、
い
ろ
ん
な
イ
ベ
ン
ト

に
参
加
し
て
き
た
。
昔
は
何
で

も
あ
っ
て
、
活
気
に
満
ち
た
商

店
街
だ
っ
た
。
今
は
店
舗
数
も

減
り
、10
年
く
ら
い
前
に
は
瀧

野
川
八
幡
神
社
の
例
大
祭
に
合

わ
せ
て
開
催
し
て
い
た
カ
ラ
オ

ケ
大
会
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
、
さ

露
天
風
呂
、サ
ウ
ナ
、湯
上
り
処

遠
く
か
ら
で
も
通
い
た
く
な
る

地
域
の
く
つ
ろ
ぎ
拠
点

ら
に
イ
ベ
ン
ト
は
減
っ
て
し

ま
っ
た
け
れ
ど
、
レ
ト
ロ
な
風

情
は
残
っ
て
い
る
の
で
散
策
な

ど
を
楽
し
ん
で
ほ
し
い
」
と
辰

幸
さ
ん
。
た
し
か
に
昔
な
が
ら

の
タ
イ
ル
張
り
の
建
物
や
入
り

組
ん
だ
狭
い
路
地
を
見
て
い
る

と
、
冒
険
心
が
く
す
ぐ
ら
れ
て

し
ま
う
。

　

ま
ち
の
様
子
は
変
わ
っ
た
が
、

飛
鳥
山
温
泉
は
今
も
昔
も
地
域

住
民
の
心
と
身
体
を
温
め
続
け

て
い
る
。
地
下
１
２
０
ｍ
か
ら

汲
み
上
げ
て
い
る
井
戸
水
は
肌

触
り
が
良
い
と
評
判
だ
し
、
手

入
れ
の
行
き
届
い
た
露
天
風
呂

は
開
放
感
が
抜
群
。
遠
赤
外
線

サ
ウ
ナ
の
後
の
外
気
浴
に
も

う
っ
て
つ
け
だ
。
ち
な
み
に
サ

ウ
ナ
の
温
度
は
約
90
℃
で
、
追

加
料
金
が
３
５
０
円
と
の
こ
と
。

「
お
客
さ
ん
に
『
さ
っ
ぱ
り
し
た

よ
』『
あ
っ
た
ま
っ
た
よ
』
と

言
っ
て
も
ら
え
る
の
が
何
よ
り

の
励
み
。
そ
の
た
め
に
日
々
、

黙
々
と
仕
事
に
向
き
合
っ
て
い

る
。
時
に
は
ク
レ
ー
ム
を
も
ら

う
こ
と
も
あ
る
け
ど
、
そ
れ
も

ヒ
ン
ト
に
し
な
が
ら
も
っ
と
多

く
の
人
た
ち
に
喜
ん
で
も
ら
え

る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
」
と

辰
幸
さ
ん
。
地
域
と
と
も
に
歩

む
銭
湯
の
心
意
気
を
見
た
思
い

が
し
た
。

飛
鳥
山
温
泉
の
歴
史
と

そ
の
変
遷

地
域
の
繋
が
り
が

こ
だ
わ
り
の
銭
湯
　

風
の
通
り
が
気
持
ち
良
い

露
天
風
呂
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辰幸さんが子供の頃、飛鳥山温泉前での一枚。

常連に人気の露天風呂は抜群の開放感。
露天風呂からは空を眺めることができ、心地よい風が
通り抜ける。
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ワークショップや近隣住民の方
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王子 狐の行列
大晦日の夜に関東各地から集まった
狐が、榎の木の下で衣装を改め、王
子稲荷神社に参拝したという伝承か
ら始まった名物「王子 狐の行列」。住
民たちは、狐の化粧をして王子稲荷
神社に詣でたあと、そのまま急いで
飛鳥山温泉に入っていたという。

都営住宅
元々地盤の強い土地で、その昔は
東京第一陸軍造兵廠滝野川工場
があった。都営住宅が建設された
際には、地下駐車場を作ろうとし
たものの、地盤が強すぎて断念し
たのだとか。

ばんば商店街の
七の日大特売
ばんば商店街の特売日「七の
日大特売」では自転車で通る
こともできないほどの大賑わ
いだったとか。

飛
鳥
山
温
泉
に

遊
び
に
き
て
ね
！

八巻畳工業
明治時代からばんば商店街で営ま
れている八巻畳工業。国産のイ草に
こだわり、質の高い技術を今に継承
している。写真は三代目が若い頃、
店舗前で撮影した一枚。

カラオケ大会
馬場児童遊園で行われていた町内会の
お祭りの中でのカラオケ大会。各商店か
ら選出された人たちが自慢の喉で歌を
競っており、大変な盛り上がりだった。飛
鳥山温泉の枠から出場した人には、銭湯
の常連さんから花束の用意もあったそう。

野原屋酒店

提供：八巻太一

提供：野口雄司

https://bio.site/sentotomachi

活動支援の協賛・寄付を
募集しています

わ
た
し
の
せ
ん
と
う
と
ま
ち

ー
北
区
の
記
憶
あ
つ
め
Ｖ
ｏ
ｌ
・
７ 

飛
鳥
山
温
泉
ー

　

12
月
17
日
、
記
憶
集
め
ト
ー
ク
イ
ベ

ン
ト
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
れ
は
飛
鳥
山

温
泉
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
。
常
連
を
は

じ
め
と
し
た
参
加
者
に
思
い
思
い
に
語

り
合
っ
て
も
ら
っ
た
。

　

話
題
は
ま
ず
往
時
の
ば
ん
ば
商
店
街

の
様
子
か
ら
。
か
つ
て
、
こ
の
商
店
街

は
大
い
に
に
ぎ
わ
っ
て
お
り
、
特
に
「
七

の
日
大
特
売
」
と
い
う
商
店
街
を
あ
げ

た
特
売
日
は
す
れ
違
う
の
も
大
変
な
ほ

ど
だ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
こ
の
界
隈

に
は
カ
ラ
オ
ケ
好
き
が
多
く
、
瀧
野
川

八
幡
神
社
の
例
大
祭
で
催
さ
れ
て
い
た

カ
ラ
オ
ケ
大
会
は
大
変
な
盛
り
上
が
り

だ
っ
た
そ
う
で
「
一
番
前
に
陣
取
っ
て
、

応
援
し
た
り
、
冷
や
か
し
た
り
す
る
の

が
楽
し
み
だ
っ
た
」
と
い
っ
た
声
も
。

　

そ
の
ほ
か
、「
王
子 

狐
の
行
列
」
の

思
い
出
も
話
題
に
上
が
っ
た
。
こ
れ
は

大
晦
日
に
大
き
な
榎
の
木
の
下
に
狐
が

集
い
、
王
子
稲
荷
神
社
に
詣
で
た
と
い

う
伝
承
に
ち
な
ん
だ
祭
事
で
、
今
も
大

晦
日
に
は
地
域
住
民
が
狐
の
仮
装
を
し

て
稲
荷
に
列
を
な
す
。「
昔
は
狐
の
行
列

に
参
加
し
た
後
に
飛
鳥
山
温
泉
に
駆
け

込
ん
で
、
冷
え
き
っ
た
身
体
を
温
め
て

い
た
。
正
受
院
で
振
る
舞
わ
れ
る
甘
酒

や
お
し
る
こ
も
楽
し
み
の
一
つ
だ
っ
た
」

と
懐
か
し
そ
う
に
話
す
参
加
者
も
い
た
。

　

続
い
て
参
加
者
た
ち
は
飛
鳥
山
温
泉

の
話
で
盛
り
上
が
り
始
め
た
。「
お
じ

い
ち
ゃ
ん
と
一
緒
に
飛
鳥
山
温
泉
に
行

き
、
帰
り
に
八
百
屋
で
ア
イ
ス
買
っ
て

食
べ
る
の
が
定
番
だ
っ
た
」「
と
に
か

く
露
天
風
呂
が
最
高
。
風
の
通
り
が
良

く
、
爽
快
感
が
あ
る
」「
井
戸
水
を
そ

の
ま
ま
使
っ
た
水
風
呂
が
と
て
も
良

い
。
温
度
調
整
を
し
て
い
な
い
か
ら
季

節
に
よ
っ
て
温
度
が
微
妙
に
変
わ
る
け

ど
、そ
れ
が
ま
た
た
ま
ら
な
い
」と
い
っ

た
コ
メ
ン
ト
が
集
ま
っ
た
。 

　

今
回
は
銭
湯
や
商
店
街
は
も
ち
ろ

ん
、
地
域
特
有
の
イ
ベ
ン
ト
に
関
す
る

記
憶
が
た
く
さ
ん
飛
び
出
し
た
。
次
回

も
参
加
者
と
と
も
に
、
多
く
の
記
憶
を

集
め
て
い
き
た
い
。

　

ば
ん
ば
商
店
街
に
は
か
つ
て
八
百
屋

や
肉
屋
、
魚
屋
、
天
ぷ
ら
屋
、
製
麺
所
、

酒
屋
、
洋
品
店
、
乾
物
屋
、
豆
腐
屋
、

パ
ン
屋
、
茶
屋
、
焼
鳥
屋
、
居
酒
屋
、

ス
ナ
ッ
ク
な
ど
が
軒
を
連
ね
、
う
ち
の

他
に
も
銭
湯
が
あ
り
ま
し
た
。
路
地
を

入
っ
た
と
こ
ろ
に
は
レ
ン
ズ
を
製
造
し

て
い
る
工
場
が
あ
っ
て
、
よ
く
そ
の
前

で
ベ
ー
ゴ
マ
を
し
て
遊
ん
だ
も
の
で

す
。
今
も
床
屋
と
居
酒
屋
と
焼
鳥
屋
は

残
っ
て
い
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
が
住
宅

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
ね
。
で
も
、

昭
和
の
建
物
も
結
構
残
っ
て
い
る
の

で
、
散
歩
の
し
が
い
は
ま
だ
ま
だ
あ
る

と
思
い
ま
す
。

　

昔
は
風
呂
な
し
の
ア
パ
ー
ト
が
た
く

さ
ん
あ
っ
た
せ
い
か
、
今
も
銭
湯
通
い

が
習
慣
に
な
っ
て
い
る
常
連
さ
ん
が
多

く
、
な
か
に
は
家
族
３
世
代
で
来
て
く

れ
る
人
も
い
ま
す
。
そ
う
い
う
お
客
さ

ん
た
ち
が
寛
い
で
く
れ
て
い
る
様
子
を

見
る
と
、
心
底
、
長
く
や
っ
て
き
て
良

か
っ
た
な
と
実
感
し
ま
す
ね
。

　

最
近
は
家
族
連
れ
や
若
年
層
の
お
客

さ
ん
も
増
え
て
い
ま
す
。
わ
ざ
わ
ざ
う

ち
だ
け
の
た
め
に
雑
司
ヶ
谷
か
ら
バ
イ

ク
で
週
１
〜
２
回
通
っ
て
く
れ
て
い
る

方
も
い
て
嬉
し
い
で
す
ね
。
ゲ
ス
ト
ハ

ウ
ス
か
ら
の
紹
介
で
、
外
国
か
ら
の
お

客
さ
ん
も
来
て
く
れ
ま
す
け
ど
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
困
る
こ
と
も
そ
う
な

い
し
、
マ
ナ
ー
が
良
い
ん
で
す
。
お
か

げ
で
、
最
近
は
と
て
も
穏
や
か
な
雰
囲

気
に
な
っ
て
い
ま
す
。

家
族
３
世
代
で
訪
れ

―

小
野
塚
辰
幸
さ
ん（
飛
鳥
山
温
泉 

２
代
目
店
主
）

瀧野川
八幡神社

正受院

王子稲荷神社

飛鳥山温泉
マンガ家・松本零士さんが書き下ろし
た馬のマスコットキャラクター「うっ
ぴー」が出迎えてくれるばんば商店街
の入り口に立地する飛鳥山温泉。写
真は飛鳥山温泉の脱衣カゴに入れら
れている赤ちゃん。

提供：小野塚辰幸

N

左の写真は昭和30年代半ば頃、花嫁が嫁ぎ先の野原屋酒店に向かって歩
いていく様子。右の写真は野原屋酒店前での家族写真。


