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〇
記
さ
れ
な
か
っ
た 

　
町
の
商
人
の
農
作
業

江
戸
時
代
、
池
田
村
は
歴
と
し
た
町

で
し
た
が
、
そ
れ
は
内
実
の
こ
と
。
表

向
き
は
村
と
さ
れ
、
そ
こ
に
住
む
人
は

「
百
姓
」と
し
て
年
貢
も
毎
年
納
め
て
い

た
の
で
す
。

で
は
、
個
々
の
商
人
は
実
際
、
作
物

の
生
産
に
取
り
組
ん
で
い
た
の
で
し
ょ

う
か
。
商
売
だ
け
で
も
結
構
大
変
な
の

に
、
農
事
に
ま
で
手
を
広
げ
る
と
な
る

と
、
頭
も
身
体
も
さ
ら
に
使
わ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

『
新
修
池
田
市
史
』第
２
巻
で
は
こ
の

点
に
つ
い
て
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を

伴
っ
て
記
述
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
ま
で
は

至
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

〇「
稲い

な

束つ
か

家
日
記
」の 

　
農
事
記
録

池
田
村
の
中な

か
ん
ち
ょ
う

之
町
に
住
み
麹（
甲

字
）屋
の
屋
号
を
持
つ
稲
束
家
は
、
後

世
造
り
酒
屋
・
土
地
持
ち
・
山
持
ち
・

家
持
ち
そ
れ
か
ら
書
画
持
ち
と
し
て
知

ら
れ
、
池
田
を
代
表
す
る
商
家
で
し

た
。
同
家
代
々
の
当
主
は
宝
暦
６
年

（
１
７
５
６
）以
来
１
７
６
冊
に
及
ぶ
日

記
を
書
き
続
け
て
お
り
、
池
田
市
で
は

そ
れ
を
翻
刻
し
て『
池
田
市
史
』史
料
編

④
～
⑥（「
稲
束
家
日
記
」）と
し
て
出
版

し
て
い

ま
す
。今

回
は
、こ

の「
稲
束

家
日
記
」

の
う
ち

嘉
永
６

年（
１
８

５
３
）１

月
当
初
か
ら
５
月
半
ば
に
至
る
ま
で
の

記
事
の
中
か
ら
同
家
の
農
事
記
録
を
引

き
出
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
こ
か

ら
見
え
て
き
た
こ
と
を
以
下
紹
介
す
る

こ
と
と
し
ま
す
。

〇
熱
心
に
取
り
組
ん
だ

　
農
作
業

稲
束
家
の
農
作
業
は
１
月
６
日「
城

山
谷
」で
ス
モ
モ
の
木
を
伐
り
、
菜
種

の
肥
や
し
を
拵こ

し
らえ

た
と
こ
ろ
か
ら
、
５

月
17
日
水
掛
り
を
同
じ
く
す
る
地
域
の

田
地
で
一
斉
に
田
植
え
を
行
っ
た
と
こ

ろ
ま
で
だ
け
で
も
延
べ
55
日
の
日
数
に

上
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

耕
作
地
は「
海
老
屋（
や
）」「
小
畑（
お

わ
た
）」「
畑
」「
兼
田
」「
寺
平
」「
城
山
」

「
杉
谷
」「
横
丘
」な
ど
に
わ
た
り
、
菜

種
・
ス
モ
モ
・
麦
・
た
け
の
こ
・
レ
ン

コ
ン
・
芋
・
茶
・
大
豆
・
い
ん
げ
ん
豆
・

ビ
ワ
・
わ
た
、
そ
し
て
米
と
書
き
上
げ

ら
れ
て
い
ま
す
。
６
月
以
降
ま
で
さ
ら

に
読
み
進
め
て
み
れ
ば
、
作
物
の
種
類

は
さ
ら
に
増
え
て
い
く
で
し
ょ
う
。

「
国ク
ヌ
ギ木

」の
記
述
も
注
目
す
べ
き
で
、
大

量
の
柴
に
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ

れ
ま
す
。

「
こ
へ
や
り
」、「
こ
へ
拵
へ
」な
ど
の

記
述
も
出
て
き
ま
す
。「
こ
へ
」と
は
も

ち
ろ
ん
、
肥
料
の
こ
と
で
す
。
粕
も
そ

の
う
ち
に
混
じ
っ
て
い
て
、
金
肥
が
相

当
広
が
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま

す
。
だ
が
、
古
木
に
な
っ
た
ス
モ
モ
の

木
を
伐
っ
て
肥
や
し
に
す
る
な
ど
、
生

態
系
上
も
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
記
述
も

あ
り
ま
す
。

稲
束
家
は
、
レ
ン
コ
ン
な
ど
に
つ
い

て
は
蓮
の
花
を
遠
方
の
知
り
合
い
に
見

せ
て
楽
し
ま
せ
て
い
る
よ
う
に
、
収
益

以
外
の
目
的
を
持
っ
て
い
る
も
の
も
存

在
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
米

と
麦
は
や
は
り
重
視
し
て
い
た
よ
う
で

す
。
麦
の
手
入
れ
は
怠
ら
ず
、
こ
の
年

の
５
月
15
日
に
は
麦
納
め
と
し
て
７
石

４
斗
を
計
り
、
当
初
の
目
標
よ
り
も
１

石
５
斗
減
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

ま
す
。
そ
の
生
産
目
的
は
何
だ
っ
た
の

か
、
個
々
に
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

〇
稲
束
家
に
雇
わ
れ
る

　
人
び
と

稲
束
家
は
、
農
作
業
の
た
め
14
～
15

人
の
人
を
使
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

い
つ
も
14
～
15
人
と
い
う
意
味
で
は
な

く
、
使
用
人
の
範
囲
が
14
～
15
人
と
い

う
意
味
で
す
。
実
際
は
、
６
人
を
同
時

に
使
う
と
き
も
あ
る
し
、
１
人
だ
け
と

い
う
と
き
も
あ
り
ま
す
。
繁
忙
期
が
あ

り
、
閑
散
期
も
あ
り
、
そ
れ
に
対
応
さ

せ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

彼
ら
は
、
生
計
的
に
は
稲
束
家
に
隷

従
し
て
い
た
と
い
う
よ
り
も
雇
わ
れ
て

い
た
と
み
る
方
が
適
切
な
よ
う
で
す
。

そ
れ
は
名
前
の
横
に「
半
人
」と
い
っ
た

文
字
が
と
き
ど
き
現
わ
れ
る
と
こ
ろ
か

ら
判
断
で
き
ま
す
。
仕
事
の
量
を
量
っ

て
賃
金
を
支
払
っ
て
い
た
の
で
し
ょ

う
。
彼
ら
は
町
の
借
家
に
住
ん
で
毎
日

仕
事
を
探
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま

す
。男

性
の
仕
事
は
、
木
を
伐
る
と
い
っ

た
よ
う
な
き
つ
い
仕
事
が
多
く
、
女
性

の
仕
事
は
麦
畑
の
中
の
草
引
き
と
い
っ

た
、
い
ま
な
ら
き
つ
い
仕
事
で
す
が
、

よ
く
担
当
さ
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
で

は
、
稲
束
家
に
農
事
で
使
わ
れ
た
人

は
、
同
家
の
商
活
動
で
も
使
わ
れ
た
の

で
し
ょ
う
か
。
今
後
の
課
題
と
し
て
こ

の
問
題
の
存
在
を
確
認
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

 （
市
史
編
纂
委
員
会
委
員
長
・
小
田
康
徳
）

◆
問
い
合
わ
せ
は
生
涯
学
習
推
進
課

　
☎
７
５
４・６
６
７
４

江戸時代池田の商人と農作業

稲束家日記（歴史民俗資料館蔵）


