
サ
ロ
ン
矢
之
助

自
治
会
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
・
学
校
・

サ
ー
ク
ル
団
体
な
ど
の
活
動
を
紹
介

サ
ロ
ン
矢
之
助
は
、矢
之
助
東
町
内
会
の
会

員
で
あ
れ
ば
、誰
で
も
参
加
で
き
る
団
体
で

す
。年
齢
制
限
は
な
く
、地
域
の
皆
さ
ん
が
寄

り
添
え
る
場
と
し
て
立
ち
上
げ
ま
し
た
。

サ
ロ
ン
を
開
始
し
、7
年
程
度
に
な
り
ま

す
が
、初
め
は
皆
が
集
ま
る
に
は
ど
う
し
た

ら
い
い
か
と
考
え
、バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
や
新
年

会
な
ど
を
開
催
し
ま
し
た
。そ
の
後「
サ
ロ
ン

de
す
と
れ
っ
ち
」を
行
う
よ
う
に
な
り
、体
力

の
低
下
予
防
、ス
ト
レ
ス
解
消
、お
し
ゃ
べ
り

を
楽
し
み
に
毎
週
木
曜
日
に
集
会
所
で
体
操

O
ur com

m
unity

夢
中
に
な
る
時
間

を
実
施
し
て
い
ま
す
。ま
た
、体
操
以
外
に
も
、

折
り
紙
、写
経
、麻
雀
な
ど
楽
し
く
活
動
し
て

い
ま
す
。

サ
ロ
ン
を
始
め
た
頃
か
ら
参
加
者
は
変
わ
っ

て
き
ま
し
た
が
、こ
れ
か
ら
も
工
夫
し
な
が
ら

活
動
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

▼
詳
し
く
は
、サ
ロ
ン
矢
之
助
の
垣
田
さ
ん（
☎

63
・
０
０
９
９
）へ
。

自
治
会・ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体・学
校・サ
ー
ク
ル
団
体
な
ど
の
活
動
を
紹
介（
応
募
多

数
の
場
合
選
考
）。下
コ
ー
ド
か
ら
ア
ク
セ
ス
可
。

掲
載
団
体
を
随
時
募
集
中　
問
広
報
広
聴
課
（
☎
66
・
１
０
４
１
）

豊
年
の
狂
画(  　
　
　

  

）

【
絵
師
】不
明 【
年
代
】不
明【
大
き
さ
】35・４
㌢
×
24
㌢　

※
実
物
は
９
月
30
日
㈬
ま
で
ふ
る
さ
と
発
見
館（
郷
土
資
料
館
）で
展
示
中
。今
月
は「
動
物
の
い
る
絵
」が
テ
ー
マ
。

ほ
う
ね
ん
の
き
ょ
う
が

糸
井
文
庫

「
海
辺
の
京
都 

浮
世
絵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
第
29
回

今
月
は
少
し
変
わ
っ
た
作
品
を
紹
介
し
ま
す
。

タ
イ
ト
ル
の「
狂
画
」は
、面
白
お
か
し
く
戯た
わ
むれ

に
描
い
た
浮
世
絵
の
一
種
。こ
の
作
品
を
、絵
に

隠
れ
た
謎
解
き
を
楽
し
む「
判は
ん

じ
絵
」と
み
る
説

も
あ
り
ま
す
が
、内
容
は
よ
く
分
か
っ
て
い
ま

せ
ん
。左
上
段
に
軍
服
姿
の
西
洋
人
が
描
か
れ

る
こ
と
か
ら
、幕
末
の
社
会
情
勢
を
風
刺
し
た

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

左
中
段
、二
人
の
男
の
酒
宴
に
顔（
鼻
）を
出

す
象
の
姿
が
目
を
引
き
ま
す
。江
戸
時
代
の
象

と
い
え
ば
、享
保
14（
１
７
２
９
）年
、８
代
将
軍

吉
宗
に
献
上
す
る
た
め
、長
崎
か
ら
江
戸
に
運
ば

れ
た
象
が
有
名
で
す
。
仏
教
の
影
響
で
象
と
い

う
動
物
の
認
識
は
あ
っ
て
も
、一
般
の
日
本
人
が

実
物
を
見
る
の
は
幕
末
の
開
港
以
降
。
文
久
３

（
１
８
６
３
）年
、江
戸
両
国
で
象
の
見み
せ
も
の
こ
う
ぎ
ょ
う

世
物
興
行

が
行
わ
れ
、江
戸
中
の
評
判
と
な
り
、多
く
の
浮

世
絵
が
描
か
れ
ま
し
た
。珍
し
い
異
国
の
動
物
を

見
る
こ
と
は
、疫
病
を
は
ら
い
、福
を
招
く
な
ど

の
御ご
り
や
く

利
益
が
あ
る
と
し
て
人
気
を
博
し
ま
し
た
。

オトコエシ（オミナエシ科）

　各地の日当たりのよい山野に生える多年草。茎は直立し、高さ
は１㍍ほど、全体に毛が多い。根元から走行枝を伸ばし新しい株
ができる。葉は対生で羽状に分かれ、裂片は長楕円形で頂片が最
も大きい。花は、晩夏から秋にかけて、茎の先が枝分かれし、それ
ぞれに白色の小さな花をたくさん咲かせる。名前の由来は、オミ
ナエシ（女郎花）に対し、全体が丈夫なことからオトコエシ（男郎花）
という。昔、葉は食用とされ、飢餓のとき救荒食物とされた。

【協力】 瓜生勝朗／文化財保護審議会委員（植物分野）

ま
い
づ
る

　

  

花
図
鑑
vol.165

の
子
育
て
と
夫
の
介
護
で
舞
鶴
に

戻
っ
た
頃
は
、並
大
抵
の
苦
労
で
は

な
か
っ
た
は
ず
だ
。
銭
湯
を
切
り

盛
り
し
て
い
た
義
母
が
10
年
ほ
ど

前
に
脳
梗
塞
で
倒
れ
て
か
ら
は
、若

井
さ
ん
が
４
代
目
と
し
て「
若
の
湯
」

を
支
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

国
の
登
録
有
形
文
化
財
に

創
業
は
明
治
36（
1
9
0
3
）年
。

初
代
が
桶
屋
で
木
く
ず
を
利
用
し

て
銭
湯
を
始
め
た
。現
在
の
建
物
は
、

大
正
12（
1
9
2
3
）年
に
建
て
ら

れ
、創
作
的
な
洋
風
デ
ザ
イ
ン
を
取

り
入
れ
た
建
物
が
評
価
さ
れ
、平
成

30（
2
0
1
8
）年
に
国
の
登
録
有

形
文
化
財
に
登
録
さ
れ
た
。「
私
に

し
た
ら
、見
慣
れ
た
建
物
で
維
持
し

て
い
く
こ
と
の
大
変
さ
ば
か
り
に

目
が
い
っ
て
い
ま
し
た
。登
録
は
大

滝
工
務
店
の
大
滝
さ
ん
が
中
心
に

な
り
進
め
て
い
た
だ
き
、周
囲
か
ら

教
え
ら
れ
る
形
で
、歴
史
を
伝
え
る

大
切
な
も
の
を
預
か
っ
て
い
た
ん

だ
と
実
感
し
ま
し
た
」と
話
す
。

銭
湯
が
担
う
役
割
り

借
地
返
還
に
伴
う
ボ
イ
ラ
ー
交

換
や
設
備
の
新
設
を
考
え
た
時
、廃

業
も
頭
を
よ
ぎ
っ
た
が「
こ
こ
で
諦

め
た
く
な
い
」と
い
う
思
い
で
改
修

に
踏
み
切
っ
た
。

「
お
風
呂
は
汗
を
流
し
て
１
日

の
疲
れ
を
取
り
、ま
た
明
日
が
ん

ば
ろ
う
！
と
い
う
気
持
ち
に
し
て

く
れ
ま
す
。ま
た
、銭
湯
は
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
の
場
で
も
あ
る
ん
で
す
。

今
の
時
代
は
個
人
で
完
結
で
き
る

こ
と
が
多
い
で
す
が
、そ
れ
が
幸
せ

だ
と
は
思
い
ま
せ
ん
」と
語
る
。「
初

め
て
訪
れ
る
人
に
常
連
さ
ん
が
声

を
か
け
て
、話
が
盛
り
上
が
る
の
を

見
る
と
、私
自
身
も
幸
せ
な
気
分
に

な
り
ま
す
。
知
ら
な
い
場
所
で
声

を
か
け
ら
れ
る
と
、そ
の
人
に
と
っ

て
そ
の
ま
ち
は『
温
か
い
ま
ち
』と

し
て
記
憶
に
残
る
と
思
う
ん
で
す
。

銭
湯
を
知
ら
な
い
若
い
子
が
う
ち

に
き
て『
懐
か
し
い
』と
言
う
の
は
、

銭
湯
の
持
つ
雰
囲
気
は
日
本
人
の

D
N
A
に
刻
ま
れ
て
い
る
か
ら
か

も
」と
笑
う
。

市
内
に
残
る
２
つ
の
銭
湯
は
ど

ち
ら
も
文
化
財
。
独
自
の
魅
力
と

し
て
、ま
ち
の
活
性
化
に
役
立
て
た

い
と
、話
し
て
く
れ
た
。1
0
0
年

以
上
の
歴
史
を
持
つ「
若
の
湯
」は
、

コ
ロ
ナ
禍
も
乗
り
越
え
、こ
れ
か
ら

も
私
た
ち
の
体
と
心
を
癒
し
て
く

れ
る
だ
ろ
う
。

半年に及ぶボイラーや設備の改修工事を終え、今年７月10日に再開した西舞鶴本

町にある銭湯「若の湯」。昭和40年には、市内に21軒もの銭湯があったが、今では２軒。

お風呂は各家庭にあるのが当たり前になった今、銭湯を続ける意味や熱い思いにつ

いて、笑顔が素敵な若井さんに話を伺いました。

銭湯文化でまちを元気に

　　銭湯「若の湯」経営者

　若井 康江 さん

Vol.78

「
若
の
湯
」の
の
れ
ん
を
引
き
継
い
で

若
井
さ
ん
の
出
身
は
広
島
県
。

神
戸
の
大
学
で
英
語
を
学
ん
で
い

た
頃
に
出
会
っ
た
の
が
、舞
鶴
出
身

の
大
学
生
。
後
に
結
婚
す
る
こ
と

に
な
る
、若
の
湯
の
跡
取
り
だ
っ
た
。

子
ど
も
が
生
ま
れ
る
ま
で
は
出
版

社
に
勤
め
、中
小
企
業
の
社
長
や
個

人
店
主
を
取
材
し
、記
事
に
し
て
い

た
。
忙
し
い
と
追
い
返
さ
れ
た
り

す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、社
長
な
ど

を
相
手
に
話
を
引
き
出
す
こ
と
は
、

や
り
が
い
が
あ
っ
た
。
中
で
も
印

象
に
残
っ
て
い
る
の
が
、本
を
納
め

に
行
く
と
出
版
を
楽
し
み
に
し
て

い
た
社
長
の
奥
様
が
亡
く
な
っ
て

い
て
、記
事
を
読
ん
だ
社
長
に
泣
き

な
が
ら
感
謝
さ
れ
た
こ
と
だ
。

２
人
の
子
ど
も
に
も
恵
ま
れ
、大

阪
で
の
生
活
が
続
く
も
の
と
思
っ

て
い
た
。し
か
し
、今
で
い
う
Ｉ
Ｔ

企
業
で
ば
り
ば
り
働
い
て
い
た
夫

が
29
歳
と
い
う
若
さ
で
病
に
倒
れ
、

生
活
が
一
変
。「
義
母
が
銭
湯
を
リ

タ
イ
ア
し
た
ら
大
阪
に
引
き
取
ろ

う
と
話
を
し
て
い
た
ら
、私
た
ち

が
引
き
取
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
な

り
ま
し
た
」と
当
時
を
振
り
返
り
明

る
く
話
す
。
し
か
し
１
歳
と
３
歳
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