
絵
地
図
に
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森
ヶ
崎
界
隈
の
今
昔
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絵図に見る森ヶ崎界隈の今昔
　

面
白
い
絵
地
図
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
森
ヶ
崎
地

区
の
よ
う
す
で
す
。

　

こ
の
絵
地
図
は
観
光
宣
伝
用
絵
は
が
き
の
袋
に
描
か
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、
旅
館
街
が

大
き
な
ス
ペ
ー
ス
を
取
っ
て
い
ま
す
。
実
際
は
「
養
魚
場
」
が
こ
の
地
区
の
大
半
を
占
め

て
い
ま
し
た
。

　

現
森
ヶ
崎
水
処
理
セ
ン
タ
ー
（
西
）
は
養
魚
場
か
ら
旅
館
「
大
金
」
に
か
け
て
と
思
わ

れ
ま
す
。
養
魚
場
に
（
西
）
水
処
理
施
設
が
ス
ッ
ポ
リ
と
は
い
る
広
さ
で
す
。

　
「
鉱
泉
病
院
」
は
戦
後
、
労
災
病
院
と
な
り
、
水
処
理
セ
ン
タ
ー
正
門
と
道
を
は
さ
ん

で
建
っ
て
い
ま
す
。

　
「
鉱
泉
病
院
」
の
跡
地
は
、
労
災
病
院
職
員
宿
舎
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
「
お
堂
」
＝
無
縁
堂
（
大
森
寺
）
は
今
も
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
絵
地
図
の
頃
を
知

る
方
は
森
ヶ
崎
に
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
旅
館
「
盛
平
館
」
と
「
平
盛
館
」

の
経
営
者
の
ご
子
孫
が
、
森
ヶ
崎
十
字
路
に
あ
る
そ
ば
屋
さ
ん
と
米
屋
さ
ん
で
す
。
そ
の

名
は
屋
号
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。

　
「
観
音
堂
」
は
大
正
ま
で
海
岸
近
く
の
葦
原
に
建
つ
波
除
観
音
堂
で
し
た
が
、
森
ヶ
崎

の
名
所
と
な
っ
た「
二

つ
池
の
公
園
」
に
昭

和
初
期
に
移
築
（
絵

図
で
は
釈
迦
堂
の
位

置
）
さ
れ
、
現
在
は

法
浄
院
（
森
ヶ
崎
観

音
堂
）
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

養
魚
場
の
北
側
が

防
波
堤
で
森
ヶ
崎
の

海
岸
線
が
広
が
り
、

東
側
が
新
呑
川
で
す
。

こ
の
海
は
江
戸
前
の

豊
か
な
漁
場
で
あ
り
、

江
戸
時
代
か
ら
続
く

の
り
養
殖
・
浅
草
の

り
の
産
地
で
し
た
。

　

ヒ
ビ
と
小
さ
な
漁

船
が
点
在
す
る
水
面

が
海
岸
か
ら
望
め
た

事
で
し
よ
う
。（
ヒ
ビ
＝
の
り
養
殖
な
ど
で
胞
子
を
付
着
・
成
長
さ
せ
る
た
め
の
竹
や
樹
枝
）

　

お
堂
の
隣
「
華
嬢
館
」
の
跡
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
と
な
り
、
そ
の
角
が
今
の
森

ヶ
崎
十
字
路
に
あ
た
り
ま
す
。

　

そ
し
て
絵
図
に
描
か
れ
て
い
て
、
今
は
無
い
旅
館
や
料
理
屋
の
数
々
、
そ
れ
に
芸
者
置

屋
な
ど
、
職
場
界
隈
は
ま
さ
に
当
時
は
三
業
地
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
で
は
、
森
ヶ
崎
界
隈
今
昔
を
略
譜
的
に
お
っ
て
み
ま
し
よ
う
。

干
拓
地
森
ヶ
崎

　

大
森
や
羽
田
は
海
岸
に
接
し
、
広
漠
と
し
た
と
こ
ろ
で
し
た
が
、
明
治
十
年
、
土
地
の

豪
農
に
よ
り
干
拓
が
お
こ
な
わ
れ
、
数
十
町
の
地
が
拓
か
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
「
大
森
の ▲　現在の森ヶ崎

▲　森ヶ崎地区の絵地図 ( 大正末 ~ 昭和初期 )
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崎
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
が
縮
ま
っ
て
森
ヶ
崎
と
な
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
徐
々
に
人
が
移
り
住
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
資
料
に
は
「
森
ヶ
崎
の
名
は

近
年
初
め
て
世
に
知
ら
れ
た
る
も
の
に
し
て
、
図
書
に
記
す
所
な
し
」「
明
治
二
十
三
年

再
版
陸
地
測
量
部
の
地
図
を
検
す
る
に
、
こ
と
ご
と
く
水
田
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。
一
面

の
水
田
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

鉱
泉
の
発
見

　

こ
の
海
辺
に
は
昔
か
ら
遺
体
が
よ
く
う
ち
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。
旧
く
は
維
新
の
戦
乱
で

敗
れ
た
幕
臣
、
時
代
が
下
が
っ
て
、
関
東
大
震
災
の
被
災
者
そ
し
て
昭
和
の
大
空
襲
の
時

な
ど
で
す
。

　

森
ヶ
崎
の
バ
ス
終
点
前
に
あ
る
無
縁
堂
（
現
大
森
寺
）
は
、
慶
応
四
年
、
船
橋
の
戦
に

敗
れ
て
漂
着
し
た
遺
骸
を
葬
っ
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

明
治
三
十
二
年
、
こ
の
付
近
の
農
民
が
灌
漑
用
水
と
参
拝
者
用
の
手
洗
水
を
得
よ
う
と
、

無
縁
堂
の
一
角
に
井
戸
を
掘
っ
た
と
こ
ろ
、
鉱
泉
が
湧
き
出
し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
鉱
泉
の
成
分
分
析
で
医
学
上
の
効
用
が
認
め
ら
れ
ま
す
と
、「
利
を
見
る
に

敏
な
る
人
々
は
此
処
に
鉱
泉
旅
館
兼
料

理
店
を
開
業
し
…
」
と
あ
り
、
そ
の
後

十
年
ほ
ど
で
森
ヶ
崎
鉱
泉
場
は
急
速
に

形
成
さ
れ
、鉱
泉
病
院
も
開
設
さ
れ
ま
す
。

　

元
湯
の
所
に
最
初
の
旅
館
と
し
て
光

遊
館
が
建
て
ら
れ
、
つ
い
で
盛
平
館
が

建
て
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
明
治
三
十
年
代
か
ら
四
十

年
代
に
は
旅
館
の
数
も
増
え
、
風
光
明

媚
、
気
候
温
暖
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
東

京
近
郊
の
保
養
地
、
湯
治
場
と
し
て
栄

え
て
い
き
ま
し
た
。

　

旅
館
の
周
囲
に
は
多
く
の
池
、
釣
り

堀
が
掘
ら
れ
、養
魚
場
も
作
ら
れ
ま
し
た
。

　

明
治
三
十
五
、六
年
の
森
ヶ
崎
の
よ
う

す
が
「
保
養
を
主
と
し
て
旅
館
に
滞

留
し
て
春
は
貝
を
拾
い
夏
は
汐
浴
を

な
し
、
秋
は
魚
を
釣
り
、
冬
は
こ
も
り

居
て
雪
を
愛
す
等
、
時
を
追
っ
て
興
多

し
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
鉱

泉
病
院
が
存
在
し
た
こ
と
で
、
森
ヶ
崎

は
療
養
地
と
し
て
の
性
格
も
持
っ
て

い
ま
し
た
。

　

養
魚
場
に
つ
い
て
は
「
此
地
の
南
に

関
氏
の
養
魚
場
あ
り
四
万
坪
の
広
地

に
鯉
、
ボ
ラ
の
類
を
養
殖
す
」
と
あ
り
、

昭
和
元
年
に
は
鯉
十
五
ト
ン
、
ボ
ラ
約

四
ト
ン
を
出
荷
し
た
と
記
録
さ
れ
て

い
ま
す
。

森
ヶ
崎
文
士
村
？

　

大
正
四
年
、
時
の
大
出
版
社
の
一
つ
で
あ
っ

た
博
文
館
専
属
の
車
屋
が
旅
館
「
大
金
」
を
始

め
ま
し
た
。

　

出
版
社
に
関
係
が
あ
っ
た
せ
い
で
し
ょ
う
か
、

大
金
に
は
多
く
の
作
家
た
ち
が
訪
れ
て
い
ま
す
。

　

近
松
秋
江
、
広
津
和
郎
、
加
能
作
次
郎
、
徳

田
秋
声
、
久
米
正
雄
、
尾
崎
士
郎
、
菊
池
寛
、

永
井
荷
風
、
芥
川
龍
之
介
、
北
原
白
秋
な
ど
の

著
名
な
文
士
た
ち
で
す
。
な
か
で
も
尾
崎
士
郎

は
長
期
滞
在
し
「
人
生
劇
場
」
の
後
半
部
分
を

こ
こ
で
書
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。「
西
の

大
金
」
に
対
し
て
「
東
の
万
金
」
と
呼
ば
れ
た

万
金
旅
館
に
は
、
玉
川
勝
太
郎
、
松
旭
斎
天
勝
な
ど
芸
能
人
が
よ
く
訪
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
他
、
政
財
界
人
、
画
家
、
相
撲
界
の
人
々
が
森
ヶ
崎
を
保
養
地
と
し
て
利
用
し
て
い
ま
す
。

▲ 大森寺の石碑−左から幕臣の供養碑、鉱泉の碑、鯉供養碑

▲ 大森森ヶ崎海岸絵はがき  「よみがえる大田区の風景」より
▲  現在の森ヶ崎海岸

高速道路とモノレールの橋脚に埋まっている
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絵
地
図
の
時
代

　

明
治
か
ら
大
正
時
代
に
か
け
て
保
養
地
・
湯
治
場
と
し
て
栄
え
た
森
ヶ
崎
は
、
関
東
大

震
災
の
後
、
鉱
泉
旅
館
街
、
歓
楽
街
へ
と
姿
を
か
え
て
い
き
ま
す
。

　

お
そ
ば
屋
さ
ん
か
ら
伺
っ
た
話
で
は
、
盛
平
館
は
震
災
後
に
再
建
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

　

震
災
で
は
他
の
旅
館
・
料
亭
も
同
じ
よ
う
に
痛
手
を
受
け
た
は
ず
で
す
し
、
そ
の
再
建

を
機
に
鉱
泉
旅
館
街
は
様
相
を
変
え
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

又
、
昭
和
の
時
代
に
入
り
、
隣
の
大
森
海
岸
の
埋
め
立
て
が
進
み
海
水
浴
に
好
適
と
は

い
え
な
く
な
る
と
、
鉱
泉
宿
を
ひ
か
え
た

森
ヶ
崎
が
最
も
盛
ん
な
海
水
浴
場
と
し
て

知
ら
れ
る
よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
。

　

尾
崎
士
郎
は
『
昔
な
つ
か
し
森
が
崎
』

の
中
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。

　
「
雑
木
の
繁
み
か
ら
風
を
つ
た
っ
て
三

味
線
の
爪
弾
き
の
音
が
聞
こ
え
て
き
た
り
、

竹
藪
の
中
の
細
道
か
ら
湯
道
具
を
抱
え
た

若
い
芸
妓
の
な
ま
め
か
し
い
姿
が
ち
ら
ち

ら
と
う
か
び
あ
が
る
よ
う
に
な
っ
た
」

　

絵
地
図
時
代
の
森
ヶ
崎
の
よ
う
す
を
ほ

う
ふ
つ
と
さ
せ
ま
す
。
小
さ
な
湯
の
街
・

森
ヶ
崎
。

飛
行
機
墜
落

　

昭
和
十
三
年
八
月
二
十
四
日
、
大
森
上
空
で
日
本
航
空
輸
送
（
株
）
の
フ
ォ
ッ
カ
ー
機

と
日
本
航
空
学
校
の
ア
ン
リ
オ
機
が
接
触
墜
落
し
、
両
機
の
搭
乗
員
五
名
は
全
員
即
死
、

大
森
九
丁
目
（
当
時
）
へ
落
ち
た
フ
ォ
ッ
カ
ー
機
に
近
づ
い
た
群
衆
が
、
燃
料
タ
ン
ク
の

引
火
爆
発
に
よ
り
大
被
害
を
受
け
ま
し
た
。

　

結
局
、
死
者
合
計
八
十
五
名
、
負
傷
者
百
数
十
人
と
い
う
戦
前
最
大
の
惨
事
と
な
り
ま

し
た
。
翌
日
の
東
京
朝
日
新
聞
に
は
、「
最
初
バ
リ
バ
リ
と
雷
か
と
思
っ
た
瞬
間
、
屋
内

に
い
た
芸
者
衆
の
日
本
髪
が
つ
ぶ
れ
る
ほ
ど
の
振
動
が
あ
り
ま
し
た
」
と
、
森
ヶ
崎
で
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
を
載

せ
て
い
ま
す
。

　

墜
落
現
場
に
近
い
法
浄

院
（
森
ヶ
崎
観
音
堂
）
に

犠
牲
者
の
供
養
碑
で
あ
る

地
蔵
尊
が
建
立
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

現
在
も
、
毎
年
八
月

二
十
四
日
に
観
音
講
中
の

人
々
に
よ
っ
て
供
養
が
行
わ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

鉱
泉
旅
館
街
の
衰
退

　

大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
さ
か
え

た
森
ヶ
崎
鉱
泉
旅
館
街
は
、
飛
行
機

墜
落
事
故
と
軌
を
一
に
す
る
か
の
よ

う
に
衰
退
に
向
か
い
ま
し
た
。

　

昭
和
十
年
を
過
ぎ
る
頃
か
ら
戦
争

の
影
は
色
濃
く
な
り
、
客
足
は
遠
の

い
て
い
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
第
二
次

大
戦
が
始
ま
る
と
物
資
が
不
足
し
、

旅
館
の
経
営
も
困
難
に
な
り
、
京
浜

工
業
地
帯
の
軍
需
工
場
に
働
く
人
た

ち
の
宿
舎
へ
と
次
々
と
転
身
し
て
い

き
ま
し
た
。

　

昭
和
十
七
年
に
は
養
魚
場
も
閉
鎖

に
追
い
込
ま
れ
、
昭
和
十
八
年
に
は

現
在
の
大
森
第
一
中
学
校
の
東
端
（
森

ヶ
崎
水
処
理
セ
ン
タ
ー
隣
接
地
）
に

高
射
砲
陣
地
が
置
か
れ
ま
す
。
そ
し
て
日
本
各
地
が
大
空
襲
の
被
災
を
受
け
る
の
で
す
。

▲　震災後再建された盛平館玄関

▲  航空事故供養碑▲　現在の森ヶ崎十字路
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そ
し
て
戦
後

　

尾
崎
士
郎
は
前
述
の
『
昔
な
つ
か
し
森
が
崎
』
や
『
思
い
で
は
楽
し
く
』
の
中
で
戦
後

間
も
な
い
森
ヶ
崎
の
よ
う
す
を
次
の
よ
う
に
書
き
残
し
て
い
ま
す
。

　
「
あ
あ
、
森
が
崎　

数
々
の
の
び
や
か
な
バ
カ
バ
カ
し
く
楽
し
い
思
い
出
を
残
し
て
い

る
こ
の
一
廓
は
今
や
、
あ
と
か
た
も
な
く
私
た
ち
の
視
野
の
外
に
没
し
去
っ
た
」

　
「
空
襲
の
被
害
だ
け
は
辛
う
じ
て
ま
ぬ
が
れ
た
も
の
の
、
戦
争
中
、
軍
需
工
場
の
工
員

宿
舎
に
あ
て
ら
れ
て
い
た
鉱
泉
宿
は
（
中
略
）
ど
の
家
も
、
戸
は
破
れ
障
子
は
こ
わ
れ
て

見
る
か
げ
も
な
く
」

　
「
昔
の
養
魚
場
は
、
半
ば
ち
か
く
塵
挨
に
よ
っ
て
う
ず
め
ら
れ
、
原
形
だ
け
は
僅
か
に

残
し
て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
、
葦
の
繁
み
に
鳴
く
、
よ
し
切
り
の
ひ
そ
や
か
な
風
情
な

ぞ
は
想
像
す
べ
く
も
な
い
」

　

戦
後
、
旅
館
・
料
亭
は
戦
災
者
や
引
き
揚
げ
者
の
寮
と
な
り
ま
し
た
が
、
耐
用
年
数
も

過
ぎ
次
々
と
取
り
壊
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
ま
た
、
養
魚
場
も
焼
け
跡
の
残
骸
や
呑
川
浚

渫
の
泥
で
埋
め
ら
れ
て
次
第
に
空
地
と
な
っ
て
い
く
さ
ま
が
分
か
り
ま
す
。

　

最
後
ま
で
残
さ
れ
て
い
た
旅
館
「
光
遊
館
」
が
取
り
壊
さ
れ
た
の
は
昭
和
四
十
年
頃
の

事
で
す
。
こ
う
し
て
森
ヶ
崎
鉱
泉
街
は
荒
れ
果
て
て
、
二
度
と
復
活
す
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

森
ヶ
崎
の
思
い
出
（
橋
本
氏
談
）

　

小
田
原
北
条
氏
支
配
の
時
代
か
ら
大
森
に
先
相
代
々

住
む
。
江
戸
期
に
は
名
字
帯
刀
を
許
さ
れ
十
手
も
預
か

っ
て
い
ま
し
た
。
お
祖
父
さ
ん
は
、
前
述
の
幕
臣
の
遺

骸
が
漂
着
し
た
際
に
は
、
そ
の
供
養
に
力
を
尽
く
し
た

一
人
で
す
。
戦
後
ま
で
漁
業
を
営
む
。
現
Ｔ
Ｇ
Ｓ
、
森

ヶ
崎
事
業
所
勤
務
。

○　

家
は
旧
い
の
で
北
条
氏
ゆ
か
り
の
旗
指
物
や
刀
剣
類
、
十
手
な
ど
が
残
っ
て
い
ま
し

た
が
、
戦
災
で
消
失
し
ま
し
た
。

○　

森
ヶ
崎
は
子
供
の
頃
の
遊
び
場
で
よ
く
通
っ
た
も
の
で
す
。
梅
森
バ
ス
（
梅
屋
敷
と

森
ヶ
崎
間
を
結
ん
で
い
た
）
で
終
点
が
「
大
金
」
の
前
で
す
。
裏
の
池
で
メ
ダ
カ
や
ザ
リ

ガ
ニ
捕
り
を
し
ま
し
た
。

○　

養
魚
場
は
子
供
の
腰
く
ら
い
の
深
さ
で
、
中
に
入
る
と
魚
が
コ
ツ
コ
ツ
ぶ
つ
か
っ
て

き
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
養
魚
場
の
先
が
海
岸
線
の
堤
で
、
松
が
植
え
て
あ
り
、
そ
れ

は
い
い
景
色
で
し
た
。
今
の
人
に
見
せ
て
あ
げ
た
い
。（
笑
）

○　

春
先
は
潮
干
狩
り
。
ア
サ
リ
は
、
よ
く
だ
し
の
で
る
最
上
も
の
で
す
。
漁
場
も
豊
か

で
、
ス
ミ
イ
カ
が
大
漁
で
、
船
が
沈
み
そ
う
に
な
っ
て
戻
っ
て
く
る
の
を
見
た
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

○　

森
ヶ
崎
は
戦
災
を
免
れ
、
叔
父
さ
ん
の
復
員
祝
い
で
は
、
私
が
捕
っ
た
ザ
リ
ガ
ニ
の

尾
っ
ぽ
が
す
き
焼
き
の
肉
が
わ
り
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
戦
後
の
復
興
期
に
海
は
汚

れ
、
昭
和
二
十
八
年
頃
に
は
海
水
浴
は
ダ
メ
に
な
り
、
わ
が
家
も
生
業
か
ら
離
れ
ま
し
た
。

○　

最
近
は
ま
た
海
も
き
れ
い
に
な
っ
て
き
ま
し
た
ね
。
昔
か
ら
の
知
り
合
い
の
中
に
も

ア
サ
リ
漁
や
遊
漁
船
な
ど
で

生
計
を
立
て
て
い
る
人
も
い

ま
す
。
呑
川
も
随
分
と
透
き

通
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は

下
水
道
の
功
績
だ
と
思
い
ま

す
ね
。

森
ヶ
崎
水
処
理
セ
ン
タ
ー

　

昭
和
二
十
五
年
「
東
京
都

特
別
都
市
計
画
下
水
道
」

が
正
式
決
定
さ
れ
、
処
理
場

建
設
計
画
が
持
ち
上
が
る
と
、

の
り
養
殖
や
魚
介
類
に
与
え

る
ダ
メ
ー
ジ
を
心
配
す
る
漁

民
か
ら
反
対
運
動
が
起
こ
り

ま
す
。
し
か
し
、
工
場
排
水

な
ど
で
海
は
汚
れ
、
漁
業
の

生
産
性
は
落
ち
込
み
、
昭
和

▲　橋本伊之助さん

▲　大東京名所 12 景 ( 森ヶ崎 ) 小栗慶太郎
旧呑川・潮見橋付近のり舟にヒビが見える

大田区立郷土博物館所蔵
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絵図に見る森ヶ崎界隈の今昔

三
十
七
年
の
全
面
補
償
と
な
り
、
浅
草
の
り
も
終
焉
を
迎
え
ま
す
。

　

森
ヶ
崎
処
理
場
の
着
工
ま
で
空
地
は
野
球
グ
ラ
ン
ド
と
な
り
、
局
内
大
会
で
も
利
用
さ

れ
ま
し
た
。
ご
記
憶
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。

昭
和
四
十
一
年　
　
　

雨
水
ポ
ン
プ
一
部
稼
働

　
　

四
十
二
年　
　
　

西
処
理
施
設
運
転
開
始

　
　

五
十
年　
　
　
　

東
処
理
施
設
運
転
開
始

　
　

五
十
三
年　
　
　

ミ
キ
シ
ン
グ
プ
ラ
ン
ト
稼
働

　
　

五
十
八
年　
　
　

森
ヶ
崎
水
処
理
セ
ン
タ
ー
に
改
称

　
　

同　
　

年　
　
　

南
部
ス
ラ
ッ
ジ
プ
ラ
ン
ト
運
転
開
始

　

現
在
、
セ
ン
タ
ー
周
辺
は
町
工
場
の
点
在
す
る
下
町
風
住
宅
街
に
そ
の
姿
を
変
え
て
い

ま
す
。

（
文
責　

高
橋
）
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