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〇
元
禄
の
池
田
村
絵
図
に

　
見
え
る
女
性
の
名
前

ふ
と
思
い
つ
き
、「
元
禄
10
年（
１
６

９
７
）摂
州
豊
島
郡
池
田
村
絵
図
」に

は
明
ら
か
に
女
性
と
思
わ
れ
る
名
前
が

ど
れ
ぐ
ら
い
出
て
い
る
の
か
調
べ
て
み

ま
し
た
。
そ
れ
は
、
家
を
代
表
す
る
地

位
に
あ
る
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
た
女

性
の
存
在
と
考
え
た
か
ら
で
す
。

『
新
修
池
田
市
史
』第
２
巻
で
は
こ
の

よ
う
な
調
査
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。
し

か
も
、
対
象
と
す
べ
き
屋
敷
数
は
、
少

な
く
見
積
も
っ
て
も
1
4
3
7
に
上
っ

て
い
る
よ
う
で
す
。

さ
て
、
調
べ
た
結
果
、
絵
図
中
に
明

ら
か
に
女
性
の
名
前
と
思
わ
れ
る
記
載

が
あ
っ
た
の
は
８
か
町
、
13
人
に
と
ど

ま
り
ま
し
た
。
以
下
書
き
上
げ
て
お
き

ま
す
。
な
お
、
彼
女
た
ち
は
全
て
借
家

住
ま
い
。
最
後
の
男
性
名
は
家
主
で

す
。
も
っ
と
も
、
見
落
と
し
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
の
で
、
こ
れ
が
全
て
と
断

定
は
し
な
い
で
お
き
ま
す
。

南
新
町　
糸
引　
い
と　
加
右
衛
門

同　
　
　
同　
　
せ
ん　
別
所
佐
兵
衛

中
新
町　
同　
　
妙
生　
七
郎
兵
衛

同　
　
　
同　
　
し
ま　
玄
同

大
西
町　
同　
　
む
め　
同
右

林
口
町　
同　
　
き
く　
（
家
主
不
記
載
）

同　
　
　
同　
　
む
め　
同
右

西
本
町　
同　
　
妙
海　
嘉
右
衛
門

柳
屋
町　
同　
　
つ
ま　
宇
兵
衛

同　
　
　
同　
　
な
つ　
同

甲
ヶ
谷
町　
同　
妙
栄　
大
工
九
兵
衛

米
屋
町　
同　
　
せ
ん　
日
用
弥
蔵

同　
　
　
同　
　
む
め　
同

〇「
糸
引
」と
女
性

同
じ
名
前
が
多
い
こ
と
に
驚
き
ま

す
。
し
か
し
、
い
ま
そ
れ
は
横
に
置
い

て
お
き
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
彼
女
ら
の

仕
事
が
全
て
「
糸
引
」と
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
注
目
し
、
考
察
し
て
み
ま
す
。

辞
書
で
糸
引
き
と
は
、
納
豆
が
糸
を

引
く
と
か
、
陰
で
糸
を
引
く
人
と
い
っ

た
用
例
ば
か
り
が
幅
を
利
か
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
糸
繰
り
と
同
義
と
す
れ

ば
、
綿
の
実
か
ら
種
を
除
い
て
織
物
用

の
糸
に
紡
い
で
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

作
業
は
、
簡
易
な
道
具
で
あ
る

糸
繰
車
を
回
し
て
行
う
も
の
で
、

ど
こ
で
で
も
で
き
、
女
性
の
仕

事
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の「
糸
引
」を
業
と
す
る
人
び

と
が
池
田
の
町
に
た
く
さ
ん
い

た
の
で
す（『
新
修
池
田
市
史
』第

２
巻
）。
元
禄
10
年
の
池
田
村
絵

図
に
は
、
1
1
8
人
が
数
え
ら

れ
て
い
る
と
の
こ
と
。

さ
て
、「
糸
引
」を
仕
事
と
す

る
人
は
、
先
の
13
人
を
の
ぞ
け

ば
、
全
て
男
性
の
名
前
の
下
に

続
け
て「
後ご

家け

」と
表
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
た
と
え
ば
、「
長
兵
衛
後
家
」

と
か「
仁
左
衛
門
後
家
」と
い
っ
た
具

合
で
す
。「
後
家
」と
は
、
夫
が
亡
く

な
っ
た
後
、
男
子
の
子
ど
も
が
成
人

し
、
家
の
跡
を
継
ぐ
こ
と
が
で
き
る
ま

で
死
ん
だ
夫
の
名
前
を
盛
り
立
て
て
い

く
女
性
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
か
。
家

を
代
表
す
る
者
と
し
て
自
分
の
名
前
を

名
乗
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。

し
か
し
、「
糸
引
」の
収
入
は
少
な

く
、
生
活
は
ぎ
り
ぎ
り
で
し
た
。
こ
れ

は
、
彼
女
た
ち
の
住
ま
い
が
例
外
な
く

表
通
り
か
ら
一
歩
も
二
歩
も
引
き
下

が
っ
た
裏
町
に
集
中
し
、
い
ず
れ
も
狭

か
っ
た
こ
と
か
ら
判
断
で
き
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
彼
女
た
ち
に

仕
事
を
回
し
た
人
が
い
る
は
ず
で
す
。

元
禄
10
年
の
池
田
村
絵
図
を
見
て
い
く

と
西
ノ
口
町（
現
在
の
西
本
町
辺
り
）の

通
り
に
面
し
た
と
こ
ろ
に
木
綿
屋
が
２

軒
店
を
構
え
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
、

こ
の
２
軒
が
池
田
の
町
の
1
2
0
人
近

い「
糸
引
」に
と
っ
て
命
の
綱
と
も
な
っ

て
い
た
問
屋
で
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

〇
女
性
た
ち
の
歴
史
に

　
思
い
を
寄
せ
る

で
は
、
先
に
掲
げ
た
13
人
の
女
性
た

ち
は
、
な
ぜ
そ
の
名
前
が
記
さ
れ
た
の

で
し
ょ
う
か
。
お
そ
ら
く
何
ら
か
の
理

由
が
あ
り
独
身
で
あ
っ
た
か
ら
、
記
載

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

夫
と
の
死
別
後
子
が
な
か
っ
た
人
物

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
彼
女
た
ち
も「
後

家
」と
同
じ
く
生
活
は
苦
し
か
っ
た
と

思
わ
れ
ま
す
。
な
か
に
は
、
仏
門
に
あ

る
と
思
わ
れ
る「
妙
」の
字
を
持
つ
女

性
も
３
人
い
ま
す
。
女
性
た
ち
の
背

景
が
さ
ま
ざ
ま
に
想
像
さ
れ
ま
す
。

ち
な
み
に
、
鎌
倉
時
代
や
室
町
時
代

に
は
有
力
な
寺
院
に
田
地
を
寄
進
し

た
裕
福
な
女
性
が
古
文
書
の
中
に
名

前
を
残
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な

女
性
の
あ
り
よ
う
は
、
こ
の
絵
図
が
描

か
れ
た
江
戸
時
代
で
は
ど
う
変
わ
っ
て

い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
こ

と
を
思
う
ば
か
り
で
す
。

 （
市
史
編
纂
委
員
会
委
員
長
・
小
田
康
徳
）

◆
問
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課
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元禄時代、記録に残った女性たち

新町の様子。左の道は現在の国道173号。女性名が
見られる（伊居太神社蔵「元禄10年池田村絵図」）
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