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〇
江
戸
時
代
の
初
め
、池
田
は

町
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た

　
徳
川
幕
府
が
始
ま
っ
た
こ
ろ
、
池
田

は
村
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
町
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
ち
ょ
っ
と
突
飛
な

問
題
の
よ
う
で
す
が
、
大
事
な
と
こ
ろ

で
す
。

　
幕
府
を
開
い
て
間
も
な
い
慶
長
10
年

（
１
６
０
５
）、
徳
川
家
康
は
全
国
の
諸

大
名
に
命
じ
て
国
絵
図
を
描
か
せ
て
い

ま
す
。
こ
の
と
き
提
出
さ
れ
た
正
規
の

国
絵
図
は
江
戸
城
の
火
災
で
焼
失
し
た

よ
う
で
す
が
、
西
日
本
を
中
心
に
控
え

や
写
本
な
ど
が
残
っ
て
い
て
、
摂
津
国

絵
図
は
西
宮
市
立
郷
土
資
料
館
に
大
事

に
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
慶
長
摂
津
国
絵
図
で
は
池
田
は

四
角
く
線
で
囲
ま
れ
て
、「
池
田
町
」

と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
豊
島
郡
で
は

「
町
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
池
田
だ
け
。

西
隣
の
川
辺
郡
で
は
山
下
町
・
伊
丹
町

そ
し
て
塚
口
町
。
尼
崎
は
「
尼
崎
」
と

の
み
記
さ
れ
て
い
て
、
城
下
だ
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
ま
す
。
武
庫
郡
で
は
町

と
な
っ
て
い
る
の
は
西
宮
町
の
み
で

す
。
他
は
全
て
名
前
の
最
後
に
「
村
」

の
文
字
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
池
田

は
、
町
と
し
て
近き

ん
ご
う郷

に
知
ら
れ
て
い
た

の
で
し
ょ
う
。

　
ち
な
み
に
、
前
回
の
記
事
で
は
、
文

禄
４
年（
１
５
９
５
）「
池
田
中
」
の
名

で
、
放
火
し
た
人
物
を
石
子
詰
め
の
刑

に
処
し
た
史
実
を
紹
介
し
て
お
き
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
池
田
は
自
立
し
た
意
思

を
執
行
す
る
町
と
し
て
近
世
初
頭
に
は

戦
乱
を
乗
り
越
え
て
復
興
し
て
い
た
こ

と
を
示
す
象
徴
的
な
出
来
事
で
は
な

か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

〇「
村
」と
な
っ
た
池
田
の
町

　
し
か
し
、
慶
長
19
年（
１
６
１
４
）、

大
坂
の
陣
が
始
ま
っ
た
と
き
に
は
、

「
池
田
の
庄
屋
・
年と

し
よ
り寄
た
ち
」
が
家
康

の
陣
を
訪
ね
、
当
時
大
御
所
だ
っ
た

家
康
か
ら
池
田
で
乱
暴
狼ろ

う
ぜ
き藉
な
ど
三

カ
条
を
禁
じ
る
禁
制
と
家
康
の
朱
印

を
も
ら
っ
た
こ
と
が
言
い
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。　

　
寛
政
２
年（
１
７
９
０
）に
写
さ
れ

た
と
さ
れ
る
こ
の
禁
制
に
は
「
摂
州　

池
田
村
」
の
文
字
が
、
ま
た
、
第
二
条

に
は
「
田で

ん
ば
た
た
ち
げ

畠
立
毛
刈
取
り
」、
第
三
条

に
は
「
百
姓
ら
に
対
し
非ひ

ぶ
ん分

の
申も
う
し
が懸

け
」
が
そ
れ
ぞ
れ
禁
止
事
項
と
し
て
書

か
れ
て
い
ま
す（
以
上
、
林
田
良
平
「
御

朱
印
事
件
と
満
願
寺
屋
」『
池
田
郷
土

研
究
』
第
４
号
）。
ま
る
で
池
田
は
農

村
だ
っ
た
か
の
よ
う
で
す
。

　
で
は
、
こ
の
禁
制
と
朱
印
は
本
当
に

こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
の
で
し
ょ

う
か
。
こ
れ
ま
で
た
び
た
び
紹
介
し
て

き
た
「
穴あ

や
は
の
み
や

織
宮
拾し
ゅ
う
よ
う
き

要
記
末ま
つ」

に
は
、「
禁

制
」
に
書
か
れ
て
い
た
の
は
「
往
来
狼

藉
・
放
火
・
刈
田
」
の
三
カ
条
で
あ
っ

た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
「
往

来
狼
藉
」
の
文
字
の
下
に
は
「
十
二
市

ノ
事
、
御
朱
印
の
ほ
か
別
紙
下
さ
る
」

と
注
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
池
田

が
半
ば
常
設
化
さ
れ
た
市
場
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
お
り
、
先
の
林
田
氏
紹

介
の
「
禁
制
」
と
は
大
い
に
中
身
が

違
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
最
後
に
「
慶

長
年
中
也
」
と
し
て
、
庄
屋
新
左
衛
門

ほ
か
二
人
の
庄
屋
の
名
前
、
お
よ
び
、

そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
現
在
す
な
わ
ち
宝

永
２
年（
１
７
０
５
）ご
ろ
に
お
け
る

末ま
つ
え
い裔
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
故
林
田
良
平
氏
紹
介
の
前
記
記
事
と

こ
の
記
事
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
な
る

の
で
し
ょ
う
か
。
大
事
な
と
こ
ろ
か
と

思
い
ま
す
が
、
な
に
し
ろ
、「
禁
制
」

の
実
物
が
今
残
っ
て
い
な
い
の
で
、
な

か
な
か
解
明
は
難
し
い
と
言
わ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
は
た
し
て
池
田
は
こ

の
と
き
す
で
に
村
と
さ
れ
た
の
か
、
ま

た
、
そ
こ
に
「
庄
屋
」
が
こ
の
と
き
存

在
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

〇
よ
く
わ
か
ら
な
い
。池
田
の

統
治
機
構
の
形
成
と
変
遷

　
そ
も
そ
も
戦
国
期
以
降
の
町
の
復
興

過
程
で
、
ま
た
豊
臣
～
徳
川
と
い
っ
た

強
力
な
中
央
政
権
成
立
過
程
で
、
町
の

統
治
機
構
は
ど
う
つ
く
ら
れ
、
ど
う
変

化
し
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
市
の

歴
史
を
知
る
う
え
で
根
本
課
題
で
す
。

し
か
し
『
新
修
池
田
市
史
』
で
は
触
れ

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
近
世
に
お
い
て
池
田
が
村
と
さ
れ
、

庄
屋
と
年
寄
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は

事
実
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
制
度
と
は

い
か
な
る
も
の
で
、
い
つ
始
ま
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
池
田
と
い
う
地

域
は
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
境
域
を

確
定
し
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ

の
あ
と
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
も

う
少
し
考
察
し
て
み
よ
う
と
考
え
て
い

ま
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

なぞだらけ、近世初頭の池田の統治機構

▲慶長摂津国絵図（部分、出典：にしのみやオー
プンデータサイト）
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