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〇
池
田
市
民
の
誇
り

江
戸
時
代
か
ら
明
治
期
ま
で
、
町
の

人
び
と
の
く
ら
し
を
知
る
上
で
池
田
に

「
伊
居
太
神
社
日
記
」と「
稲
束
家
日

記
」が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
全
国
的

に
見
て
も
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
。
両

方
と
も
、
読
み
に
く
い
文
字
を
活
字
に

変
え
て
本
に
し
て
い
ま
す
。
池
田
市
の

誇
り
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

た
だ
し
、
内
容
の
理
解
に
は
か
な
り

の
知
識
と
努
力
が
必
要
で
す
。
例
え

ば
人
物
。
初
め
は
何
者
か
少
し
も
分

か
り
ま
せ
ん
。
日
記
の
記
述
者
と
の

関
係
も
、
社
会
的
な
役
職
名
も
ま
ず
明

示
さ
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
、
次
々
と
出

て
く
る
の
で
す
。
特
に「
伊
居
太
神
社

日
記
」で
は
記
述
が
細
部
に
わ
た
っ
て

い
て
、
か
え
っ
て
脈
絡
が
取
り
に
く
い

感
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
難
関
を
乗
り
越

え
た
と
き
、
思
い
も
つ
か
な
か
っ
た
歴

史
的
な
事
実
が
い
っ
ぱ
い
見
え
て
く
る

の
で
す
。
今
回
は
伊
居
太
神
社
と
呉

服
神
社
で
江
戸
後
期
、
賑
や
か
に
行
わ

れ
て
い
た
秋
の
神
輿
と
太
鼓
の
渡
御

の
復
興
に
つ
い
て
見
て
い
き
ま
し
ょ

う
。

〇
神
輿
・
太
鼓
の
渡
御
が
復
活

そ
も
そ
も
神
社
の
祭
に
お
い
て
神
輿

（
御
輿
）渡
御
は
ど
ん
な
位
置
を
与
え

ら
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

池
田
で
は
荒
木
村
重
の
戦
乱
後
豊

臣
家
の
も
と
で
世
が
治
ま
っ
て
か
ら

も
、
１
５
０
年
以
上
に
わ
た
っ
て
渡
御

が
途
切
れ
て
い
ま
し
た
。「
穴あ

や
は
の
み
や

織
宮
拾

し
ゅ
う

要よ
う

記き

」と
い
う
史
料
に
は
、
伊
居
太
神

社
が
御
旅
所
の
あ
っ
た
小お

坂さ
か

田で
ん

へ
の

渡
御
を
試
み
た
と
こ
ろ
、
そ
の
地
の
人

び
と
か
ら
通
行
を
阻
止
さ
れ
、
御
輿
も

壊
さ
れ
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す（
１
３

６
号
）。

神
輿
渡
御
の
復
興
が
具
体
化
す
る

の
は
、
寛
延
３
年（
１
７
５
０
）の
こ
と

で
し
た
。『
新
修
池
田
市
史
』第
５
巻

（
民
俗
編
）第
二
章
第
１
節
で
詳
し
く

紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
さ

ら
に
事
実
を
付
け
足
し
て
考
察
し
て
み

ま
し
ょ
う
。

ま
ず
、「
伊
居
太
神
社
日
記
」同
年
６

月
21
日
に
は「
神
輿
寄
合
」が
開
か
れ

た
と
の
記
事
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に

は
、
本
町
、
荒
木
町
、
立
石
、
米
屋

町
、
西
ノ
口
、
柳
屋
町
、
新
材
木
町
、

元
新
町
、
北
ノ
口
、
甲こ

加か

谷た
に

、
大
西
、

寺て
ら

垣が

内い
ち

、
米
山
、
中な

か
ん
ち
ょ
う

ノ
町
、
そ
れ
に
小

坂
田
村
の
合
計
14
町
と
１
村
、
57
人
が

集
ま
っ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
伊

居
太
神
社
を
支
え
る
氏
子
町
々
が
神

輿
渡
御
を
希
望
し
た
の
で
す
。

宝
暦
２
年（
１
７
５
２
）４
月
７
日

に
は
大
坂
か
ら
神
輿
が
船
積
み
さ
れ

て
到
来
し
、
氏
子
中
が
迎
え
に
行
き
、

翌
日
に
は
参
詣
者
が
大
勢
集
ま
り
ま

し
た
。
た
だ
し
、
こ
の
年
の
秋
祭
り

に
渡
御
は
な
く
、
宝
暦
４
年
９
月
17

日
、「
初
め
て
神
輿
出
る
」と
し
て
、
米

屋
町
は
じ
め
い
く
つ
か
の
町
を
廻
り
、

七
ツ
時（
午
後
４
時
～
５
時
頃
）宮
へ

入
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

続
い
て「
太
鼓
方
々
へ
行
き
本
養
寺
借

り
昼
食
、
夜
五
つ
時
宮
へ
入
る
。
才

二
〆（
貫
）三
百
□
十
文
よ
る（
寄
る
）

と
も
。
ち
ょ
う
ち
ん
両
夜
灯
し
」と
あ

り
ま
す
。

「
才
」と
い
う
の
が「
さ
い
せ
ん
」と
す

れ
ば
、
神
社
で
は
、
ひ
と
り
一
文
と
み

て
少
な
く
と
も
１
０
０
０
人
か
ら
２
０

０
０
人
以
上
の
参
拝
者
を
得
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
神
輿
渡
御
は
町
の
人

び
と
の
心
を
高
ぶ
ら
せ
、
喜
ば
せ
た
の

で
す
。
ま
も
な
く
氏
子
町
を
中
心
に

神
輿
講
・
太
鼓
中
と
い
っ
た
組
織
も
作

ら
れ
ま
す
。
宝
暦
７
年
に
は
囃は

や

子し

獅し

子し

も
出
て
き
ま
す
。

一
方
、
呉
服
神
社
の
動
き
は
定
か
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ほ
ぼ
同
様
だ
っ
た

と
思
わ
れ
ま
す
。

〇
続
け
ら
れ
た
行
事

「
伊
居
太
神
社
日
記
」は
こ
の
あ
と

明
和
２
年（
１
７
６
５
）ま
で
と
同
９
年

～
安
永
３
年（
１
７
７
４
）５
月
、
同
７

年
～
８
年
と
残
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の

あ
と
は
文
化
５
年（
１
８
０
８
）ま
で
原

本
自
体
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
ま

す
。
た
だ
、
文
化
６
年
９
月
27
日
に
、

前
回
紹
介
し
た
大
戸（
大
和
）屋
勝
左

衛
門
が
宮
司
家
の
跡
を
と
り
、
改
め
て

日
記
を
つ
け
始
め
ま
す
。
彼
は
翌
年

９
月
17
日
に「
今
日
神
事
也
、
賑に

ぎ

々に
ぎ

し

く
御
座
候
」と
記
し
て
い
ま
す
。

神
輿
渡
御
は
こ
こ
ま
で
休
ま
ず
続
け

ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
近
郷
の
町
々
で

も
人
び
と
は
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し

た
。
中
ノ
町
に
住
ん
で
い
た
稲
束
家

の
日
記
寛
政
６
年（
１
７
９
４
）９
月

17
日
に
は「
神
輿
渡
行
有
」と
書
か
れ
、

さ
ら
に
親
類
か
ら
見
物
客
が
来
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

 （
市
史
編
纂
委
員
会
委
員
長
・
小
田
康
徳
）
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問
い
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わ
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史
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江戸時代後期、神
み

輿
こ し

渡
と

御
ぎ ょ

の復活記録
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