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〇
村
絵
図
に
生
き
る
検
地
帳

　

前
回
で
、
近
世
の
池
田
村
の
中
心

は
町
場
に
あ
り
、
そ
こ
に
は
一
面
で
百

姓
、
も
う
一
面
で
は
町
場
の
住
民
と
い

う
両
面
を
持
つ
人
び
と
が
住
む
と
書

き
ま
し
た
。
今
回
は
、
こ
の
こ
と
を
も

う
少
し
検
討
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

元
禄
10
年（
１
６
９
７
）の
「
池
田

村
絵
図
」
に
は
お
び
た
だ
し
い
数
の
屋

敷
が
１
戸
ず
つ
描
か
れ
て
い
ま
す
。
戸

数
は
１
４
３
７
に
の
ぼ
る
と
数
え
ら
れ

て
い
ま
す（『
新
修
池
田
市
史
』
第
２

巻
２
１
８
ペ
ー
ジ
）が
、
同
一
人
物
と

み
ら
れ
る
者
、
空
き
家
な
ど
は
除
外
し

た
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
実
数
は
こ

れ
よ
り
も
多
く
な
り
ま
す
。

　
屋
敷
地
に
つ
い
て
は
１
軒
ご
と
に
奥

行
き
・
間
口
の
長
さ
が
間
・
尺
・
寸
の

単
位
付
き
で
表
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
実

は
こ
の
数
字
は
延
宝
７
年（
１
６
７
９
）

の
「
池
田
庄
検
地
帳
」
の
数
字
と
同
じ

で
あ
る
こ
と
が
東
本
町
の
部
分
を
調
査

し
て
気
付
き
ま
し
た
。「
池
田
村
絵
図
」

の
作
成
は
延
宝
検
地
か
ら
20
年
近
く
後

で
す
が
、
そ
の
調
査
は
ず
っ
と
生
か
さ

れ
て
い
た
の
で
す
。

〇
入
れ
替
わ
る
名
前
、

　
分
筆
の
進
行

　
そ
こ
で
、
絵
図
の
中
に
延
宝
検
地
帳

の
記
載
が
当
て
は
ま
る
屋
敷
地
の
場
所

を
探
し
、
特
定
す
る
作
業
を
し
て
み
ま

し
た
。
す
る
と
、
検
地
帳
に
あ
る
屋
敷

の
位
置
が
特
定
で
き
る
ば
か
り
で
な

く
、
記
載
順
が
絵
図
中
の
屋
敷
地
の
並

び
と
対
応
す
る
こ
と
も
見
え
て
き
た
の

で
す
。
絵
図
に
描
か
れ
た
屋
敷
地
は
延

宝
検
地
の
時
に
は
誰
の
所
持
だ
っ
た
か

が
分
か
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
驚
い
た
こ
と
に
は
、
町
場
の
中
心
、

東
本
町
に
お
い
て
も
土
地
の
所
持
者
名

が
わ
ず
か
20
年
弱
の
間
に
半
数
以
上
変

化
し
て
い
ま
す
。
代
替
わ
り
も
あ
る
と

は
思
い
ま
す
が
、
激
し
い
動
き
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、「
池
田
村
絵
図
」
に
は

屋
敷
地
を
分
割
す
る
朱
線
を
引
い
て
い

る
と
こ
ろ
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
こ

こ
で
は
、
隣
り
合
っ
た
二
つ
以
上
の
土

地
を
大
き
く
跨ま

た
がる
よ
う
に
数
字
が
表
記

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
検
地
帳
の
数

字
な
の
で
す
。

　
こ
れ
は
、
延
宝
検
地
以
後
、
屋
敷
地

の
分
割
が
進
ん
だ
結
果
と
考
え
る
べ
き

で
し
ょ
う
。
池
田
の
町
場
で
商
い
な
ど

に
従
事
す
る
人
が
増
え
、
そ
れ
に
対
応

す
る
た
め
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

〇
野
心
を
満
た
す
町
＝
池
田

　
池
田
の
町
場
は
、
17
世
紀
後
半
大
き

な
変へ

ん
ぼ
う貌

を
見
せ
始
め
て
い
た
よ
う
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
変
貌
は
近
世
初
頭
か
ら

の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

　
延
宝
の
「
池
田
庄
検
地
帳
」
の
、
町

場
と
農
地
の
入
り
交
じ
る
辺
り
で
は
、

「
古
検
畑
地
」
と
の
表
記
も
あ
り
ま

す
。
古
検
と
は
文
禄（
１
５
９
２
～

９
６
）の
検
地
の
こ
と
で
す
。
文
禄
の

こ
ろ
に
は
畑
地
だ
っ
た
箇
所
が
延
宝
検

地
ま
で
に
は
屋
敷
地
に
変
え
ら
れ
て

い
っ
た
こ
と
を
記
録
す
る
も
の
で
す
。

　

そ
う
い
え
ば
、
町
場
の
西
部
に
は

「
新
町
」
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

井
戸
の
辻
を
中
心
に
大
阪
へ
の

街
道
、
能
勢
・
奥
川
辺
へ
の
街

道
、
そ
し
て
伊
丹
方
面
へ
の
街

道
沿
い
に
町
場
が
飛
び
出
る
よ

う
に
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
も

絵
図
か
ら
読
み
取
れ
ま
す
。

　

池
田
の
町
場
は
、
も
と
も
と

池
田
の
村
に
住
ん
で
い
た
人
だ

け
が
開
い
た
と
い
う
よ
り
も
、

野
心
を
持
つ
周
辺
各
地
の
人
に

と
っ
て
、
そ
の
機
会
を
う
か
が
う
こ
と

の
で
き
る
稀
有
の
場
所
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。

　
実
際
、
池
田
の
町
場
に
は
、
酒
屋
に

限
っ
て
も
、
加
茂
屋
・
小
部
屋
・
久
代

屋
な
ど
周
辺
の
村
名
を
屋
号
に
付
け

た
店
が
た
く
さ
ん
出
現
し
て
い
ま
す
。

有
名
な
満
願
寺
屋
も
そ
の
う
ち
の
一

つ
で
し
た（『
池
田
酒
史
』
36
ペ
ー
ジ
）。

　
と
こ
ろ
で
、
屋
敷
の
な
か
に
は
借
家

も
結
構
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
こ
に

は
、
ま
だ
町
場
の
周
辺
に
農
地
を
持
て

ず
、「
水
呑
」と
い
わ
れ
た
人
も
多
か
っ

た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
将
来

に
対
す
る
希
望
を
持
ち
、
商
人
と
し
て

大
き
く
な
る
野
心
を
持
っ
て
い
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
考
え
れ
ば
当
た
り
前
で
す
が
、
町
の

主
役
は
移
り
変
わ
る
の
で
す
。
池
田
は

全
体
と
し
て
は
村
で
し
た
が
、
ま
さ
に

こ
の
意
味
で
大
き
な
町
を
含
ん
で
い
た

の
で
す
。
ち
ょ
っ
と
皮
肉
っ
ぽ
く
い
え

ば
、
江
戸
時
代
の
池
田
は
人
を
育
て
、

同
時
に
人
を
見
捨
て
る
町
だ
っ
た
の
で

す
。
町
場
の
有
力
者
に
よ
る
農
地
の

所
持
も
こ
の
観
点
か
ら
そ
の
意
味
を
探

る
必
要
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
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
市

史
編
纂
☎
７
５
４・６
６
７
４

江戸時代、池田の町並をつくった人びと

元
禄
10
年
　
摂
津
国
豊
島
郡
池
田
村
絵
図（
伊
居
太
神
社

蔵
）よ
り
　

※
原
本
に
あ
る
朱
線
は
点
線
を
加
筆
し
た
。

30_歴史散歩-CS6.indd   30 2020/09/10   17:41




