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〇
町
の「
地
主
」と「
借
家
人
」

池
田
の
町
の
ひ
と
つ
南
新
町（
現
新

町
の
一
部
）で
は
、
明
治
６
年
か
ら
17

年
ま
で
に
４
冊
の
戸
籍
帳
を
編
製
し

て
お
り
、
そ
こ
か
ら
は
い
ろ
い
ろ
な
こ

と
が
分
か
る
と
、
前
回
記
し
ま
し
た
。

明
治
６
年
の
戸
籍
帳
で
は
、南
新
町

全
体
で
98
戸
、そ
の
う
ち
、自
分
の
住

居
を
所
持
す
る「
地
主
」が
19
戸
、「
借

家
」に
住
む
者
が
79
戸
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
と
こ
ろ
で
、こ
の
戸
籍
帳
か
ら
は

両
者
間
に
広
が
る
大
き
な
階
層
差
も

見
え
て
き
ま
す
。

た
と
え
ば
、住
居
の
総
面
積
を
合
計

す
る
と
、地
主
は
５
９
４・
１
坪
で
45
・

６
％
、借
家
住
ま
い
は
７
０
８・95
坪
で

54・
４
％
と
な
り
ま
す
。こ
れ
を
１
戸
当

た
り
の
平
均
に
す
る
と
、前
者
が
31・27

坪
に
対
し
、後
者
は
８・97
坪
と
な
り
ま

す
。
外
見
上
も
、前
者
の
標
準
は
間
口

４
～
５
間
に
奥
行
５
～
10
間
以
上
、後

者
の
そ
れ
は
間
口
２
～
２・
５
間
に
奥

行
２
～
２・５
間
と
歴
然
で
す
。（
１
坪

＝
約
３・
３
㎡
、１
間
＝
約
１・
８
ｍ
）

も
ち
ろ
ん
、借
家
の
中
に
は
47
坪
を

超
え
る
広
さ
を
持
ち
、地
主
と
遜
色
な

い
人
も
あ
り
ま
し
た
が
、そ
れ
は
や
が

て
地
主
に
向
上
し
て
い
く
ス
テ
ッ
プ
の

よ
う
な
も
の
で
し
た
。

さ
ら
に
指
摘
し
て
お
く
な
ら
ば
、地

主
と
位
置
付
け
ら
れ
る
家
は
田
や
畑

あ
る
い
は
屋
敷
地
な
ど
の
情
報
が
記

さ
れ
、年
貢
を
負
担
す
る
百
姓
身
分
で

あ
る
こ
と
が
判
明
し
ま
す
。
一
方
、
借

家
住
ま
い
の
者
は
、ご
く
一
部
の
例
外

を
除
き
、そ
れ
ら
を
持
っ
て
お
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
だ
か
ら
、身
分
上
は
一
段

下
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
な

か
で
も
、地
主
の
中
の
４
戸
で
す
が
、

全
部
で
81
戸
の
借
家
を
有
し
、借
家
人

を
統
制
す
る
力
も
持
っ
て
い
た
こ
と
を

う
か
が
わ
せ
ま
す
。
同
じ
住
民
と
い
っ

て
も
、大
き
な
格
差
が
あ
っ
た
の
で
す
。

〇
大
事
な
課
題
は
家
の
存
続

南
新
町
の
戸
籍
帳
に
は
、地
主
・
借

家
を
問
わ
ず
、そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
当
主

に
つ
い
て
、そ
の
地
位
に
就
い
た
事

情
、ま
た
こ
の
町
に
住
み
、あ
る
い
は

消
え
て
い
っ
た
事
情
が
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
家
の
存
続
は
い
ず
れ
の
階
層
を
問

わ
ず
、一
大
事
だ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
る
の
で
す
。

一
例
を
挙
げ
て
み
ま
す
。
明
治
６

年
、間
口
２
間
に
奥
行
２
･
５
間
の
借

家
に
50
歳
に
な
る
畳
屋
職
の
男
性
が

１
人
で
住
ん
で
い
ま
し
た
。
彼
は
、明

治
５
年
に
大
坂
曽
根
崎
村
か
ら
当
地

に
引
っ
越
し
て
き
た
ば
か
り
で
し
た

が
、明
治
７
年
、再
び
元
の
地
に
戻
っ

て
い
き
ま
す
。
ち
な
み
に
、明
治
２
年

に
は
当
時
９
歳
だ
っ
た
一
人
息
子
を

大
坂
松
屋
町
に
奉
公
に
出
し
て
い
ま

し
た
。
明
治
７
年
は
、こ
の
子
が
14
歳

に
な
る
年
で
す
。

細
か
い
事
情
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、

大
坂
へ
の
再
移
住
は
、こ
の
息
子
に
自

分
の
跡
を
と
ら
せ
、そ
れ
が
で
き
た
と

き
に
は
子
ど
も
の
世
話
に
な
り
、引
退

し
よ
う
と
考
え
た
結
果
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
他
の
可
能
性
も
考
え
る
べ

き
で
す
が
、老
後
に
対
す
る
社
会
的
な

保
障
が
一
切
な
か
っ
た
時
代
、息
子
へ

の
期
待
は
今
考
え
る
以
上
に
大
き

か
っ
た
事
情
を
ま
ず
は
考
慮
す
べ
き
で

し
ょ
う
。

〇
当
主
が
亡
く
な
っ
た
と
き
　

当
主
の
喪
失
は
家
の
存
亡
が
問
わ

れ
る
と
き
で
し
た
。

地
主
で
あ
っ
た
家
の
当

主
が
死
去
し
た
跡
に
つ
い

て
は
、男
性
実
子
の
相
続
が

10
戸
、妻
の
相
続
が
１
戸
、

養
子
相
続
が
７
戸（
う
ち
１

戸
は
女
性
）で
し
た
。
妻
が

跡
を
継
ぐ
、あ
る
い
は
養
子

と
し
て
女
性
が
入
家
し
、跡

を
継
ぐ
と
い
う
の
は
、家
族

や
親
戚
に
成
人
の
男
性
が

見
当
た
ら
な
か
っ
た
場
合
で
し
た
。

借
家
に
住
ん
で
い
た
人
の
場
合
、父

の
死
去
後
成
人
男
子
の
実
子
が
跡
を

継
い
だ
の
が
22
戸
、妻
が
跡
を
継
い
だ

の
が
14
戸
、養
子
相
続
が
20
戸（
う
ち

１
人
は
女
性
）、夫
と
離
別
し
て
い
た

女
性
が
１
戸
で
し
た
。
夫
死
去
後
妻
の

相
続
が
地
主
よ
り
多
い
と
こ
ろ
に
特

徴
が
見
ら
れ
ま
す
。

借
家
に
住
む
人
、特
に
女
性
は
、経

済
的
に
苦
し
む
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う

で
す
。
借
家
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、他
町
や
池
田
以
外
の
村
へ
の
引
っ

越
し
な
ど
、や
が
て
戸
籍
帳
か
ら
消
え

て
い
く
こ
と
も
珍
し
い
こ
と
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
家
族
は
そ
の
と
き
ど

う
な
っ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。
気
に

な
る
と
こ
ろ
で
す
が
、今
は
分
か
ら
な

い
と
し
か
言
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。

 （
市
史
編
纂
委
員
会
委
員
長
・
小
田
康
徳
）

◆
問
い
合
わ
せ
は
社
会
教
育
課　

　
☎
７
５
４
・
６
６
７
４

幕末〜明治初期  町の構造と家の維持

『北摂池田－町並調査報告書－』・図版39（部分）

元禄10年池田村絵図に見る屋敷所有形態分布
部分が屋敷持本百姓屋敷部分が借家


