
▲絵葉書「大森名物　森ヶ崎温泉の景」。海岸か
 ら旅館街を臨む。（所蔵＝大田区立郷土博物館）

▲「大森名物　森ヶ崎温泉　養生館」と書かれた絵葉書。大森寺の東に位置した。
　当時はこのほか「寿々元」「盛平館」「勇館」などの旅館がひしめいていた。
　（所蔵＝大田区立郷土博物館）

▲大森寺境内に建つ森ヶ崎鉱泉
 源泉碑(撮影＝クラカタヒロシ）
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幻の鉱泉街～大森の黒湯温泉幻の鉱泉街～大森の黒湯温泉

黒
湯
の
秘
密

黒
湯
の
秘
密

い
冬
に
体
の
芯
か
ら

暖
ま
り
た
い
」
と
思
っ

た
ら
、
黒
湯
温
泉
を
オ
ス
ス

メ
し
た
い
。
黒
湯
は
コ
ー
ヒ
ー

の
よ
う
な
真
っ
黒
な
温
泉

だ
。
メ
タ
け
い
酸
や
炭
酸
水

素
塩
類
（
重
曹
）

な
ど
を
含
む
25
度

以
下
の
冷
泉
で
、

銭
湯
で
は
こ
の
冷

泉
を
沸
か
し
て
提

供
し
て
い
る
。
黒

湯
に
入
っ
た
こ
と
の

あ
る
方
は
実
感
し

寒

た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、

浴
後
、
肌
が
さ
っ
ぱ
り
す
べ
す

べ
に
な
る
の
は
こ
の
重
曹
の
お

か
げ
で
あ
る
。

　

一
口
に
黒
湯
と
い
っ
て
も
濃

さ
に
違
い
が
あ
る
。
そ
れ
は

温
泉
中
に
含
ま
れ
る
有
機
物

に
秘
密
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

黒
湯
の
成
分
は
、
土
壌
中
に

埋
没
し
た
海
草
や
湿
地
の

葦
・
メ
タ
セ
コ
イ
ヤ
な
ど
の

植
物
が
非
常
に
長
い
時
間
か

け
て
分
解
さ
れ
地
下
水
に
溶

け
込
ん
だ
も
の
。
こ
れ
が
黒

湯
の
黒
さ
と
な
っ
て
お
り
、

泉
質
表
示
に
記
載
さ
れ
て
い

る
「
有
機
物
」
の
量
が
多
い

ほ
ど
湯
の
色
が
濃
い
。

　

品
川
や
大
田
な
ど
東
京
の
臨

海
地
域
で
沸
い
て
い
る
こ
の
黒

湯
。
泉
質
表
示
を
確
か
め
な

が
ら
様
々
な
黒
湯
を
め
ぐ
っ

て
み
る
の
も
楽
し
い
だ
ろ
う
。

大
森
か
ら

大
森
か
ら

鉱
泉
が
湧
き
出
る

鉱
泉
が
湧
き
出
る

の
黒
湯
を
扱
っ
た
鉱
泉

街
が
、
か
つ
て
大
森

南
に
あ
っ
た
。
美
術
評
論
家
・

こ仲
田
定
之
助
氏
は
、
明
治
期

に
お
け
る
庶
民
の
職
業
風
俗

を
綴
っ
た
著
書
『
明
治
商
売

往
来
』
の
な
か
で
、
こ
の
鉱

泉
を
「
メ
タ
ン
瓦
斯
の
湧
く

よ
う
な
源
泉
を
ひ
い
て
沸
か

す
ら
し
く
、
赤
黒
く
濁
っ
た
湯

観
光
資
源
と
し
て

観
光
資
源
と
し
て

注
目
を
集
め
る
銭
湯

注
目
を
集
め
る
銭
湯

ヶ
崎
鉱
泉
街
は
、
太

平
洋
戦
争
前
、
軍
需

関
連
施
設
に
転
用
さ
れ
る
な

森

ど
し
て
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た

も
の
の
、
今
で
も
黒
湯
は
庶

民
文
化
の
代
名
詞
で
あ
る
銭

湯
な
ど
で
味
わ
う
こ
と
が
で

き
る
。
大
田
区
内
だ
け
で
も

56
箇
所
の
銭
湯
の
う
ち
21
箇

所
は
黒
湯
で
あ
る
。
内
風
呂

が
普
及
し
た
今
日
で
も
、
身

近
な
「
天
然
温
泉
」
を
求
め

て
銭
湯
に
来
る
人
も
多
い
。

　
そ
し
て
、
黒
湯
は
観
光
資
源

と
し
て
も
注
目
を
集
め
て
い

る
。「
私
た
ち
日
本
人
が
気
持

ち
い
い
と
感
じ
ら
れ
る
も
の

は
、
外
国
の
方
に
も
感
じ
て

も
ら
え
る
は
ず
。
こ
う
し
た

肩
肘
の
張
ら
な
い
庶
民
文
化

こ
そ
観
光
資
源
と
な
る
は
ず

だ
」
と
熱
く
語
る
大
田
浴
場

連
合
会
の
近
藤
和
幸
会
長
。

羽
田
空
港
の
再
国
際
化
を
見

「

岸
付
近
の
畑
を
掘
っ
て
い
た
と

こ
ろ
、
鉱
泉
が
湧
き
出
し
た

と
い
う
。
こ
の
鉱
泉
発
見
と

と
も
に
、
一
九
〇
二
年
（
Ｍ

35
）
年
頃
か
ら
鉱
泉
旅
館
や

芸
者
置
屋
が
建
ち
始
め
、
森
ヶ

崎
海
岸
周
辺
は
新
興
の
二
業

地
と
な
っ
た
が
、
当
時
は
ほ

と
ん
ど
開
発
が
行
わ
れ
ず
、

湿
地
帯
が
多
く
残
る
静
か
な

土
地
だ
っ
た
よ
う
だ
。
葦
の
生

え
た
池
が
い
く
つ
も
あ
り
、
そ

の
間
に
点
々
と
料
理
屋
兼
旅

館
が
点
在
す
る
様
相
が
資
料

か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
。
旅
館
か
ら
は
、
東
京
湾

の
海
苔
棚
の
先
を
往
来
す
る

白
帆
や
汽
船
が
見
え
た
と
い

う
。
森
ヶ
崎
鉱
泉
に
は
、
永

井
荷
風
や
、
当
時
馬
込
に
住

ん
で
い
た
尾
崎
士
郎
な
ど
の

作
家
た
ち
も
通
っ
て
い
た
こ
と

が
作
品
か
ら
垣
間
見
え
る
。

が
た
た
え
ら
れ
て
い
て
、
手

拭
を
持
っ
て
入
る
と
す
ぐ
に
醤

油
を
煮
し
め
た
よ
う
な
色
に

染
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し

て
浴
後
は
ポ
カ
ポ
カ
と
い
つ

ま
で
も
温
か
だ
っ
た
」
と
回

顧
し
て
い
る
。

　
幻
の
鉱
泉
街
の
位
置
は
、
現

在
の
森
ヶ
崎
下
水
処
理
場
の

あ
る
あ
た
り
。
今
か
ら
一
〇

〇
年
以
上
前
の
一
八
九
九

（
明
治
32
）
年
、
森
ヶ
崎
海

す
え
て
二
〇
〇
九
（
平
成

21
）
年
二
月
、
同
会
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
多
言
語
化
し

た
。
日
本
語
、
英
語
、
中
国

語
、
韓
国
語
の
４
言
語
で
大

田
区
内
56
箇
所
の
銭
湯
を
紹

介
し
て
い
る
ほ
か
、
各
銭
湯

で
は
銭
湯
マ
ナ
ー
を
４
言
語
で

記
し
た
ポ
ス
タ
ー
が
掲
示
さ

れ
て
い
る
。

　
「
世
界
の
玄
関
口
・
羽
田
空

港
」
か
ら
ち
ょ
っ
と
温
泉
を
味

わ
い
に
「
庶
民
文
化
が
息
づ

く
銭
湯
」
へ―

―

。
黒
湯
が

国
際
色
豊
か
な
観
光
・
生
活

ス
ポ
ッ
ト
に
な
る
日
も
そ
ん
な

に
遠
い
こ
と
で
は
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
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献
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仲
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つ
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わ
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ェ
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・「
戦
前
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絵
葉
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戦
後
の
絵
葉
書　

楽
し
め
る
絵
葉
書
」

http://ehagakiw
otanosim

u.blogsp
ot.com

/

※

大
田
区
立
郷
土
博
物
館
所
蔵
の
絵
葉
書

は
部
分
的
に
拡
大
し
掲
載
し
て
い
ま
す
。

大森には、人の営みが土地の記憶（地霊）と
して残っています。今回は、大森にあった幻の
鉱泉街と観光資源として注目を集める黒湯
に迫ります。 （文＝クラカタヒロシ）


