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〇
元
禄
10
年
池
田
村
絵
図 

　
上
の
図
は
、
元
禄
10
年（
１
６
９
７
）

「
摂
津
国
豊
島
郡
池
田
村
絵
図
」
の
う

ち
、
東
本
町
の
部
分
を
手
作
り
で
描
き

直
し
た
も
の
で
す
。
東
端
は
現
在
池

田
文
庫
の
前
、
当
時
は
石
段
で
し
た
。

西
端
は
井
戸
の
辻
。
栄
本
町
通
の

ア
ー
ケ
ー
ド
の
北
側
入
口
を
抜
け
た

所
で
す
。

　

東
本
町
は
酒
造
り
の
家
が
ず
ら
っ

と
な
ら
ん
で
い
る
地
区
で
、
ほ
と
ん
ど

が
「
酒
屋
」
か
「
蔵
」
か
「
納
屋
」
で

占
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
試
み
に
色
を
付

け
て
み
て
く
だ
さ
い
。
酒
関
係
工
業

が
驚
く
ほ
ど
密
集
し
て
展
開
し
て
い
る

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

池
田
村
絵
図
は
、
池
田
村
の
町
場

の
店
や
住
民
の
家
業
を
記
し
、
持
ち

家
・
借
家
・
本
百
姓
・
水み

ず
の
み呑
の
区
分
も

分
か
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。『
新
修

池
田
市
史
』
第
２
巻
で
は
こ
の
絵
図
を

使
っ
て
元
禄
期
の
町
場
に
つ
い
て
解

説
し
て
い
ま
す
。

 

〇
池
田
の
町
と
田
畑
の
耕
作

　
延
宝
７
年（
１
６
７
９
）「
池
田
庄
検

地
帳
」
に
よ
れ
ば
、
池
田
村
は
田
71
町

３
反
余
、
畑
46
町
５
反
余（
新
開
含

む
）、
併
せ
て
１
１
７
町
８
反
余
の
耕

作
地
と
10
町
４
反
余
の
屋
敷
地
、
そ
の

ほ
か
に
56
町
余
の
山
地
と
、
除
地
と
さ

れ
た
13
町
余
の
神
社
寺
院
の
敷
地
な
ど

か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
し
た
。

　
屋
敷
地
は
、
町
名
の
付
く
町
場
に
多

く
、
村
内
に
あ
る
宇
保
な
ど
い
わ
ゆ
る

農
村
的
集
落
を
構
成
す
る
所
に
も
存

在
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
町
場
に
住
む

有
力
な
人
び
と
は
、
周
辺
に
広
が
っ
た

村
内
の
耕
作
地
を
そ
れ
ぞ
れ
分
有
し
、

い
わ
ゆ
る
本
百
姓
と
し
て
の
形
も
整
え

て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、
池
田
酒
造
界

の
雄
、
満
願
寺
屋
九
郎
右
衛
門
は
「
西

の
か
い
ち
」
ほ
か
９
カ
所
に
、
合
わ
せ

て
３
反
前
後
の
田
畑
を
持
っ
て
い
た

の
で
す
。

　
「
検
地
帳
」
に
よ
れ
ば
、
池
田
村
の

農
地
は
、
宇
保
と
そ
の
周
辺
の
ほ
か
は

ほ
と
ん
ど
が
池
田
の
町
場
の
人
び
と
の

持
つ
と
こ
ろ
で
し
た
。
そ
の
人
数
は
い

ま
数
え
ら
れ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
池
田

の
町
場
に
住
む
有
力
者
の
う
ち
、
か
な

り
の
部
分
は
村
内
に
農
地
を
持
つ
百

姓
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

　
池
田
村
は
、
一
面
で
百
姓
、
も
う
一

面
で
町
場
の
住
民
と
い
う
、
両
面
を
持

つ
人
び
と
を
中
心
に
、
中
世
呉く

れ
は
の
し
ょ
う

庭
荘

以
来
の
歴
史
を
持
つ
宇
保
の
人
び
と
を

も
交
じ
え
て
成
立
し
て
い
た
の
で
す
。

 （
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
市

史
編
纂
☎
７
５
４・６
６
７
４

近世、池田の村と町

東本町の土地区画図　元禄10年「摂津国豊島郡池田村絵図」（伊居太神社蔵）より
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