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〇
南
新
町
の
戸
籍
帳

明
治
政
府
は
、
家
族
の
う
ち
で
家
を

統
御
す
る
者
を
国
家
統
治
の
最
小
単

位
に
位
置
付
け
ま
し
た
。
彼
ら
は
戸

主
と
規
定
さ
れ
、
法
律
上
さ
ま
ざ
ま
な

権
限
が
付
与
さ
れ
ま
し
た
。

戸
主
は
ほ
と
ん
ど
が
男
性
で
し
た
。

女
性
は
男
性
の
下
に
い
る
べ
し
と
い
う

の
が
基
本
的
な
道
徳
律
に
ま
で
な
っ

て
い
く
の
で
す
。
し
か
し
、
江
戸
時
代

後
期
や
明
治
29
年（
１
８
９
６
）に
民

法
が
制
定
さ
れ
る
以
前
に
お
い
て
は
ど

う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

池
田
の
町
の
ひ
と
つ
で
あ
る
南
新
町

（
現
新
町
の
一
部
）に
は
、
明
治
５
年

（
１
８
７
２
）制
定
の
戸
籍
法
に
基
づ
く

戸
籍
と
は
別
に
、
明
治
６
年
・
９
年
・

11
年
そ
し
て
17
年
に
お
い
て
、
町
独
自

の
戸
籍
帳
が
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
戸
籍
帳
で
は
、
各
戸
は
大
き
く

地
主
と
借
家
人
に
区
別
さ
れ
て
表
示
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
各
戸
別
に
家
々

の
間
口
と
奥
行
、
戸
主
か
ら
見
た
家
族

の
関
係
と
名
前
、
年
齢
お
よ
び
職
業
、

ま
た
一
戸
構
成
の
由
来
が
記
載
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
こ
れ
を
見
れ
ば
、
南
新
町

と
い
う
町
が
ど
の
よ
う
な
人
々
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
は
ど

う
変
化
し
、
流
動
し
て
い
く
の
か
が
分

か
り
ま
す
。
今
回
は
、
そ
の
戸
籍
帳
か

ら
見
え
て
く
る
女
性
戸
主
に
つ
い
て
、

そ
の
実
態
を
探
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

〇「
地
主
」の
中
の
女
性
戸
主

明
治
６
年（
１
８
７
３
）と
い
え
ば
、

幕
政
崩
壊
後
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
の
日
も

経
た
な
い
こ
ろ
で
、
江
戸
時
代
の
慣
習

も
生
き
て
い
た
と
考
え
て
い
い
で
し
ょ

う
。
こ
の
年
、
南
新
町
に
は
土
地
も
、

屋
敷
地
も
、
な
お
か
つ
借
家
も
持
っ
て

い
た「
地
主
」が
19
戸
あ
り
ま
し
た
。

ち
な
み
に
、
そ
れ
ら
を
持
っ
て
い
な
い

「
借
家
」は
79
戸
で
し
た
。「
地
主
」と

は
町
の
資
産
家
・
有
力
者
と
言
っ
て
い

い
で
し
ょ
う
。
そ
の
う
ち
２
戸
は
女
性

が
戸
主
と
な
っ
て
い
た
の
で
す
。

ひ
と
り
は
中
西
せ
い
。
維
新
以
後

最
初
に
猪
名
川
通
船
を
池
田
に
ま
で

延
ば
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
戸
籍
帳
で
の
職
業
は
運
送
問
屋
。

嘉
永
４
年（
１
８
５
１
）夫
の
死
後
家

を
継
ぎ
、
明
治
６
年
に
は
49
歳
で
し

た
。
彼
女
の
家
に
は
20
代
の
息
子
夫

婦
も
同
居
し
て
い
ま
す
。

女
性
戸
主
の
う
ち
も
う
ひ
と
り
は
小

林
岸
。
60
歳
を
超
え
る
父
親
と
30
代

の
弟
ひ
と
り
を
抱
え
て
湯
屋
を
経
営

し
て
い
ま
す
。
彼
女
の
名
前
と
家
は

明
治
17
年
の
戸
籍
帳
に
も
出
て
き
ま

す
。
こ
の
ふ
た
り
は
、
い
ず
れ
も
地
主

と
し
て
他
の
力
あ
る
商
人
ら
と
並
ん
で

い
た
の
で
す
。

さ
ら
に
、
明
治
９
年
以
降
の
戸
籍
帳

を
見
る
と
、
地
主
だ
っ
た
炭
屋
の
う
ち

１
軒
お
よ
び
呉
服
屋
１
軒
で
そ
れ
ぞ
れ

妻
が
跡
を
継
い
で
い
ま
す
。
女
性
が

大
き
な
店
の
戸
主
に
な
っ
て
も
異
様

で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

〇「
借
家
」に
住
ま
う 

　
女
性
戸
主

　

で
は
、
借
家
住
ま
い
の
女
性
戸
主
は

ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
賃
糸
引
き

10
戸
、
古
手
屋
４
戸
と
続
き
、
あ
ん

ま
・
砂
糖
紙
・
鮨
屋
・
樽
屋
・
傘
・
菓

子
屋
・
出
稼
ぎ
が
各
１
戸
、
職
業
不
記

載
の
２
戸
と
合
わ
せ
る
と
合
計
23
戸

で
、
全
借
家
79
戸
の
う
ち
、
29
・
１
％

を
占
め
て
い
ま
し
た
。

最
も
数
の
多
か
っ
た
賃
糸
引
き
10

人
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
年
齢
は
全

て
40
歳
以
上
、
中
に
は
68
歳
と
い
う
人

も
い
ま
す
。
彼
女
ら
は
、
古
く
て
弘
化

２
年
、
多
く
は
明
治
４
～
５
年
の
こ
ろ

夫
に
死
別
し
て（
た
だ
し
例
外
１
人
あ

り
）、
そ
の
ま
ま
、
あ
る
い
は
他
か
ら

移
住
し
て
南
新
町
に
居
住
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

賃
糸
引
き
の
う
ち
４
人
は
家
族
が
い

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
残
り
６
人
の
う
ち

に
は
、
年
下
の
夫
と
暮
ら
す
者
、
20
歳

代
の
娘
や
息
子
と
同
居
し
、
あ
る
い
は

８
歳
の
娘
を
抱
え
た
者
も
い
ま
し
た
。

住
居
は
、
間
口
２
間
か
ら
２
間
半
、
奥

行
２
間
と
い
う
の
が
標
準
で
し
た
。
彼

女
ら
は
、
自
分
も
含
め
、
家
族
が
い
れ

ば
な
ん
と
し
て
も
そ
の
暮
ら
し
を
守
っ

て
い
き
た
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か

し
、
明
治
９
年
の
戸
籍
帳
に
記
載
さ
れ

て
い
た
の
は
２
戸
に
過
ぎ
ま
せ
ん
で
し

た
。別
の
、し
か
し
同
じ
よ
う
な
境
遇
の

女
性
が
取
っ
て
代
わ
っ
て
い
た
の
で
す
。

近
世
末
～
明
治
前
期
の
池
田
は
、

こ
の
よ
う
に
生
活
基
盤
の
弱
い
借
家

人
層
が
多
数
存
在
す
る
と
い
う
社
会

条
件
下
に
女
性
労
働
者
も
多
数
住
ん

で
い
た
町
だ
っ
た
の
で
す
。

 （
市
史
編
纂
委
員
会
委
員
長
・
小
田
康
徳
）
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問
い
合
わ
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は
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会
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育
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江戸後期〜明治初頭  池田の町に住んだ女性戸主

南新町戸籍帳（歴史民俗資料館所蔵）


