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〇
ߐ
ށ
࣌

の
ॳ
Ί
ỏ池
田


ொ
と
͠
ͯ

ら
Ε
ͯ
い
ͨ

　
ಙ

ນ
府
が
始
ま
っ
た
こ
ろ
、
池
田

は
ଜ
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
ொ
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
ͪ
ょ
っ
と
ಥ
飛
な

問

の
よ
う
で
す
が
、
大
事
な
と
こ
ろ

で
す
。

　
ນ
府
を
開
い
て
間
も
な
い
ܚ

1�
年

（
１
̒
̌
５
）、
ಙ

Ո
康
は
全
ࠃ
の
ॾ

大
໊
に
命
じ
て
ࠃ
ֆ
ਤ
を
ඳ
か
せ
て
い

ま
す
。
こ
の
と
き
ఏ
出
さ
れ
た
ਖ਼
ن
の

ࠃ
ֆ
ਤ
は
ߐ
ށ

の
Ր
ࡂ
で
ম
ࣦ
し
た

よ
う
で
す
が
、


ຊ
を
中
心
に
控
え

や
ࣸ
ຊ
な
ど
が

っ
て
い
て
、
ઁ

ࠃ

ֆ
ਤ
は

ٶ
市
ཱ
ڷ

ࢿ
料
ؗ
に
大
事

に
保
ଘ
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
ܚ

ઁ

ࠃ
ֆ
ਤ
で
は
池
田
は

࢛
֯
く
ઢ
で
ғ
ま
れ
て
、「
池
田
ொ
」

と
記
ࡌ
さ
れ
て
い
ま
す
。
๛
ౡ
܊
で
は

「
ொ
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
池
田
だ
け
。


ྡ
の

ล
܊
で
は
ࢁ
下
ொ
・
ҏ
୮
ொ

ͦ
し
て
௩
口
ொ
。
ೌ
࡚
は
「
ೌ
࡚
」
と

の
Έ
記
さ
れ
て
い
て
、

下
だ
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
ま
す
。

ݿ
܊
で
は
ொ

と
な
っ
て
い
る
の
は

ٶ
ொ
の
Έ
で

す
。
ଞ
は
全
て
໊
前
の
࠷
後
に
「
ଜ
」

の
จ
ࣈ
が
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
池
田

は
、
ொ
と
し
て
近ㆌ

㇓
㆔
ㆄڷ

に
知
ら
れ
て
い
た

の
で
し
ょ
う
。

　
ͪ
な
Έ
に
、
前
回
の
記
事
で
は
、
จ


̐
年（
１
５
̕
５
）「
池
田
中
」
の
໊

で
、
放
Ր
し
た
ਓ

を
ੴ
子
٧
め
の
ܐ

に
処
し
た
࢙
࣮
を

հ
し
て
お
き
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
池
田
は
自
ཱ
し
た
ҙ
思

を
ࣥ
行
す
る
ொ
と
し
て
近
ੈ
初
頭
に
は

ઓ
ཚ
を

り
越
え
て
෮
ڵ
し
て
い
た
こ

と
を
示
す


的
な
出
来
事
で
は
な

か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

〇ủ
ଜ
Ứと
な
ỳ
ͨ
池
田
の
ொ

　
し
か
し
、
ܚ

1�
年（
１
̒
１
̐
）、

大
ࡔ
の
ਞ
が
始
ま
っ
た
と
き
に
は
、

「
池
田
の
ঙ

・
年ㆨ

㆗
㇈
د㇊
た
ͪ
」
が
Ո
康

の
ਞ
を
訪
Ͷ
、
当
時
大
ޚ
ॴ
だ
っ
た

Ո
康
か
ら
池
田
で
ཚ

㇍

ㆄ
㆜
ㆌ᤻
な
ど
ࡾ

カ

を
ې
じ
る
ې
੍
と
Ո
康
の
ग
ҹ

を
も
ら
っ
た
こ
と
が
ݴ
い
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。　

　


２
年（
１
７
̕
̌
）に
ࣸ
さ
れ

た
と
さ
れ
る
こ
の
ې
੍
に
は
「
ઁ
भ　

池
田
ଜ
」
の
จ
ࣈ
が
、
ま
た
、
ୈ
ೋ


に
は
「
田ㆧ

㇓
ㆰ
㆟
㆟
ㆡ
㆒

ി
ཱ
ໟ
מ
औ
り
」、
ୈ
ࡾ


に
は
「
ඦ

ら
に
対
し
ඇㆲ

ㆶ
㇓分

の
ਃ㇂
ㆄ
㆗
ㆋݒ

け
」
が
ͦ
れ
ͧ
れ
ې
ࢭ
事
項
と
し
て
書

か
れ
て
い
ま
す（
以
্
、
ྛ
田
良
ฏ
「
ޚ

ग
ҹ
事
݅
と
ຬ
ئ
ࣉ

」ứ
池
田
ڷ


ݚ
ڀ
Ừ
ୈ
̐
߸
）。
ま
る
で
池
田
は


ଜ
だ
っ
た
か
の
よ
う
で
す
。

　
で
は
、
こ
の
ې
੍
と
ग
ҹ
は
ຊ
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

հ
し
て

き
た
「
݀ㆀ

㇄
ㆯ
ㆮ
ㆿ
㇄

৫
ٶ
र㆗
㇞
ㆄ
㇈
ㆄ
ㆌ

要
記
ㆾ
ㆤ」

に
は
、「
ې

੍
」
に
書
か
れ
て
い
た
の
は
「
往
来


᤻
・
放
Ր
・
מ
田
」
の
ࡾ
カ

で
あ
っ

た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ͪ
「
往

来

᤻
」
の
จ
ࣈ
の
下
に
は
「
े
ೋ
市

ϊ
事
、
ޚ
ग
ҹ
の
΄
か
ผ
ࢴ
下
さ
る
」

と

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
池
田

が


常
ઃ
Խ
さ
れ
た
市
場
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
お
り
、
ઌ
の
ྛ
田
ࢯ


հ
の
「
ې
੍
」
と
は
大
い
に
中

が

違
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
࠷
後
に
「
ܚ


年
中

」
と
し
て
、
ঙ

৽
ࠨ
Ӵ


΄
か
ೋ
ਓ
の
ঙ

の
໊
前
、
お
よ
び
、

ͦ
れ
ͧ
れ
の
ਓ

の
ݱ
ࡏ
す
な
わ
ͪ
ๅ

Ӭ
２
年（
１
７
̌
５
）ご
ろ
に
お
け
る

ㆾ
ㆤ
ㆆ
ㆂᧈ
の
໊
前
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ނ
ྛ
田
良
ฏ
ࢯ

հ
の
前
記
記
事
と

こ
の
記
事
、
ど
の
よ
う
な
ؔ

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
、「
ې
੍
」

の
࣮

が
今

っ
て
い
な
い
の
で
、
な

か
な
か
解
໌
は

し
い
と
ݴ
わ
な
け
れ


な
り
ま
せ
ん
。
は
た
し
て
池
田
は
こ

の
と
き
す
で
に
ଜ
と
さ
れ
た
の
か
、
ま

た
、
ͦ
こ
に
「
ঙ

」
が
こ
の
と
き
ଘ

ࡏ
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

　
ͦ
も
ͦ
も
ઓ
ࠃ
期
以
降
の
ொ
の
෮
ڵ

過
程
で
、
ま
た
๛
ਉ
～
ಙ

と
い
っ
た

ڧ
ྗ
な
中
ԝ

ݖ

ཱ
過
程
で
、
ொ
の

౷
治
ػ
ߏ
は
ど
う
つ
く
ら
れ
、
ど
う
変

Խ
し
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
市
の

歴
࢙
を
知
る
う
え
で
ࠜ
ຊ
՝

で
す
。

し
か
し
ứ
৽
म
池
田
市
࢙
Ừ
で
は
৮
れ

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
近
ੈ
に
お
い
て
池
田
が
ଜ
と
さ
れ
、

ঙ

と
年
د
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は

事
࣮
で
す
。
し
か
し
、
ͦ
の
੍
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
ͦ
の
ڥ
域
を

確
ఆ
し
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ

の
あ
と
、
こ
れ
ら
の
問

に
つ
い
て
も

う
গ
し
ߟ
察
し
て
Έ
よ
う
と
ߟ
え
て
い

ま
す
。

（
市
࢙
ฤ
ࢊ
ҕ
һ
会
ҕ
һ

・
খ
田
康
ಙ
）

◆
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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〇
Ԇ
ๅ
̓
ủ
池
田
庄
ݕ

ா
Ứ

　
ӈ
の
よ
う
な
表
題
を
持
ͭ
ݕ

ா
が

池
田
市
ཱ
ྺ
࢙
ຽ
ଏ
ࢿ
ྉ
ؗ
に
̍

อ

ଘ
さ
れ
て
い
ま
す
。
Ԇ
ๅ
７
年
と
い
え

ば

ྐྵ
̍
̒
７
̕
年
。
今
か
ら
約

３
̐
̌
年
前
作
成
の
古
จ
書
で
す
。

　
表
ࢴ
の
େ
き
さ
は
ॎ
27
・
５
ᶲ
、
ԣ

22
ᶲ
。
ま
ず
ま
ず
標
準
的
で
す
が
、
ͦ

の
厚
さ
は
な
ん
と
øû
ᶲ
も
あ
っ
て
、
ന

ࢴ
を
除
い
た

付
き
の
ࢴ
が
７
５
̎
ຕ

に
ٴ
Ϳ
、
な
か
な
か
他
に
ྨ
例
の
な
い

ڊ

で
す
。

　
あ
ま
り
に
厚
く
て
ই
Έ
や
す
い
た
め

か
、
厚
さ
̐
ᶲ
༨
ず
ͭ
で
３
分
ׂ
し
、

ͦ
れ
ͧ
れ
ಔ

の


ㆡ
㇟
ㆄ
ㆤ
ㆋ
ㆂ
൪
を
ͭ
け
、
ͦ
れ

を
一
連
の
ܗ
に
し
っ
か
り
と
連
݁
し
、

ই
Έ
を

ぎ
、
ѻ
い
や
す
く
す
る



を
し
て
い
ま
す
。
ͦ
れ
で
も
、
い
っ
た

ん
ࢴ
を
め
く
り
࢝
め
る
と
ࢴ
面
の
断
྾

に
は
ऴ
࢝
ؾ
を
ͭ
か
い
ま
す
。

〇ủ
池
田
庄
ݕ

ா
Ứの
ௐ
ࠪ

　
ݕ

ா
と
い
う
の
は
、
๛
ਉ

ݖ
も

ಙ


ݖ
も
ࡏ

ࢧ

の
基
本
ࢿ
ྉ
と

し
て
重
ࢹ
し
、
実

に
୲
当
者
を

ݣ

し
作
成
し
た
も
の
で
す
。
ݕ

ா
は



の
ར
༻
状
گ
や
ॴ
有
ؔ

を
ه

し

た
も
の
で
あ
っ
て
、「
池
田
ঙ
ݕ

ா
」

は
、
ߐ
ށ
時
代
前

期
の
池
田
を
知
る

た
め
に
は
最
も
基
本
に
な
る
࢙
ྉ
と

い
っ
て
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。

　
し
か
し
、
こ
の
ݕ

ா
に
ه
ࡌ
さ
れ

て
い
る



は
̐
ઍ
̐
ඦ
ච
以
上
。

年
ߩ
ෛ
୲
者
な
ど
は
Կ
ඦ
人
に
な
る

か
、
ͪ
ょ
っ
と
ݟ
た
だ
け
で
は
推
ଌ
も

で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、


が
ॴ
ࡏ
す

る
場
ॴ
を
֬
定
し
よ
う
と
し
て
も
、
ݕ


ா
に
表
ه
さ
れ
た
খ㆓

ㆀ
㆖ࣈ
の
Ґ
ஔ
が
い

ま
や
多
く
は
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
ま

す
。

　

こ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、ứ
৽

म
池
田
市
࢙
Ừ（
ୈ
̎
ר
）も
ứ
池
田
市

࢙
Ừ
֓
આ
ฤ
も
ͦ
の
ଘ
ࡏ
は

հ
し
て

も
、
中

の
分
ੳ
に
ま
で
は
ٴ
ͼ
ま
せ

ん
で
し
た
。
も
っ
と
も
、
๛
ਉ

ݖ
の

時
代
に
作
成
さ
れ
た
ാ
ଜ
・
ਆ
田
ଜ
の

จ

３
年（
̍
５
̕
̐
ݕ（

ா
に
ͭ
い

て
は
ৄ
ࡉ
な
ݕ
౼
が
行
わ
れ
て
い
ま
す

（
た
と
え
ば
ୈ
̎
ר
で
は
ø÷
〜
øĀ
ϖ
ー

δ
）。
し
か
し
、
ͦ
れ
を
も
っ
て
େ
き

な
ொ
場
を
๊
え
た
池
田
ঙ
の
આ
໌
に
代

え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　
今
ճ
は
、
こ
の
ݕ

ா
の
ه
ࡌ
を
も

と
に
池
田
ঙ
に
ؔ
わ
る
基
ૅ
的

ࣈ
を

と
り
あ
え
ず
֬
ೝ
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

〇
池
田
庄
の
概
要

　
ま
ず
、
池
田
ঙ
の
֓
ཁ
で
す
。
こ
こ

で
は
、
ݕ

ா
の
最
後
の
ॴ
に
ࡉ
か
く

書
か
れ
て
い
る

ࣈ
を
ܭ
ࢉ
し
て
一
ཡ

表
を
作
っ
て
Έ
ま
し
た
。


は
年
ߩ


と
、
年
ߩ
の
໔
除
さ
れ
た
「
除

」、

ͦ
し
て
ͦ
れ
以
֎
の


と
い
っ
た
よ

う
に
、
３
छ
ྨ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。
池
田
ঙ
は
ொ
場
を

ߏ
成
す
る

ෑ（
お
ͦ
ら
く
一
ཡ
表
に

ݟ
え
る
「

ෑ
ᾇ
」）を
中
心
に
ͦ
の
प

り
に

େ
な
ߞ

が

が
っ
て
い
た
よ

う
で
す
。

　
࣍
߸
で
վ
め
て
ݕ
౼
し
て
Έ
よ
う
と

考
え
て
い
ま
す
。

（
市
࢙
ฤ
ࢊ
ҕ
һ
会
ҕ
һ

・
খ
田
߁
ಙ
）

◆
問
い
合
わ
せ
は
生
涯
学
習
推
進
課
市

史
編
纂
☎
７
５
４・６
６
７
４

延
えんぽう

宝７年「池田庄検
けんちち ょ う

地帳」からわかること

˛Ԇๅ̓年「ాঙ検ா」

໘ɹੵ ถߴ
ொ   า ੴ

ߩ

ా �1 3 � 13 112� 2��
ാ 4� 3 � 22 4�1 �45
৽։ാ 1 � 15 � 1�5
ɹɹాാ߹ܭ 11� � 3 2� 15�� ���
ෑʢ̍ʣ 4 1 � 13 54 3��
ෑʢ̎ʣ � 2 3 1� �4 ���
ɹɹෑ߹ܭ 1� 4 1 23 12� 1��
ɹɹߩ߹ܭ 12� 3 5 13 1�1� 2�4
ࢁ 5� 4 4 �� 4 ���

আ

݀৫େ໌ਆࣾڥ ɹɹɹ�2ொ � 2༨
ڥେ໌ਆࣾޖ ɹɹɹɹɹɹ1 �༨
ఱਆࣾڥ ɹɹɹɹɹɹɹɹ�༨
Ҵՙେ໌ਆࣾڥ ɹɹɹɹɹɹɹɹ3༨
େڥࣉ ɹɹ�1�ொ � 3༨
͚ܽͦͷଞ ɹɹɹɹɹɹɹएׯ

ͦͷଞ ɾݪɾொதͷಓɾ࿏ɾ֗ಓɾุͳͲ͔ʁ
˞ϝʔτϧ๏ͷࢉ͍ͯͬߦͳ͍ɻԼهͷུ֓ࣜΛࢀরɻ
໘ੵ�1ொʹ1�ʹ1��˺1����ᶷʹ1IBɻ1ʹ3�าʢ௶ʣɹ1า	௶ʣ�ʹ3�3ᶷ
ମੵ�1ੴʹ1�ేʹ1��ঋʹ1���߹ʹ1��Ὑɻถ1ੴ˺15�ᶵ
ঙશମͷߴాɾാɾෑʹࢁߩΛՃ͑ͨ1�21ੴ2ే�ঋ4߹ͱ͞Ε͍ͯΔɻ

ʢදʣԆๅ�ݕாʹݟΔాঙ֓ཁ
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〇「
検
地
帳
」の
記
載 

　

延
宝
７
年（
１
６
７
９
）「
池
田
庄

検
地
帳
」
は
用
紙
を
二
つ
折
り
し
て
、

前
回
確
認
し
た
よ
う
な
大
き
さ
と
し
、

基
本
的
に
は
片
面
に
３
筆
ず
つ
記
載

し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
ペ
ー
ジ
の
左
端

に
紹
介
す
る
の
は
厚
い
検
地
帳
の
2

枚
目
、
片
面
に
3
筆
あ
る
う
ち
の
2
筆

分
の
記
録
を
写
し
取
っ
た
も
の
で
す
。 

　

1
筆
目
を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
「
古こ
け
ん検
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
、
文
禄
３
年（
１
５
９
４
）の
検
地

と
い
う
意
味
で
、
地ち

も
く目
は
屋
敷
、
面
積

は
28
歩ぶ
（
坪
）だ
っ
た
と
い
う
記
録
で

す
。
そ
れ
が
今
度
の
検
地
で
は
地
目

は
同
じ
く
屋
敷
、
一
辺
の
長
さ
が
６
間

３
尺
３
寸
と
３
間
４
尺
８
寸
、
面
積
は

25
歩（
坪
）と
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、

こ
の
土
地
の
年
貢
負
担
者
は
東
町（
東

本
町
）の
喜
右
衛
門
、
そ
の
分
米
高

（
年
貢
持
分
）は
１
斗
、
た
だ
し
、
1

反
当
た
り
の
年
貢
持
分
は
１
石
２
斗

で
す
。
ち
な
み
に
、
田
畑
と
同
様
、
屋

敷
地
に
も
年
貢
が
か
か
っ
て
い
ま
し

た
。 

　
次
の
土
地
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に

読
ん
で
い
け
ま
す
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で

も
、「
古
検
」
で
は
地
目
は
屋
敷
で
２

畝せ

10
歩
、
こ
れ
が
今
度
の
検
地
で
は
、

地
目
は
屋
敷
の
ま
ま
。
面
積
は
14
間

４
尺
２
寸
と
３
間
３
寸
で
１
畝
15
歩

（
坪
）、
分
米
高
は
１
斗
８
升
、
年
貢
負

担
者
は
立
石
の
長
右
衛
門
だ
と
読
め

ま
す
。 

　

延
宝
７
年
の
検
地
帳
の
記
載
は
こ

ん
な
感
じ
で
、
全
部
で
４
千
４
百
筆
以

上
、
丁
寧
な
文
字
で
き
っ
ち
り
と
書
き

上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

〇
数
字
の
算
出
は
ど
う
や
っ
て

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
い
ろ
い
ろ
な
数

字
は
ど
う
や
っ
て
書
き
上
げ
ら
れ
て

い
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

　
「
屋
敷
」
の
文
字
の
下
、
２
行
に
わ

た
っ
て
書
か
れ
た
６
間
３
尺
３
寸
な
ど

の
数
字
は
奥
行
き
と
間
口
の
長
さ
。

こ
れ
は
実
測
し
た
数
字
で
し
ょ
う
。
ま

た
、
左
下
、「
但
壱
石
弐
斗
代
」
は
調

査
に
当
た
っ
た
検
地
役
人
が
見
積
も

り
ま
す
。
こ
こ
は
屋
敷
と
し
て
も
最
良

の
土
地
だ
か
ら
１
反
当
た
り
１
石
３

斗
に
し
て
お
こ
う
、
と
い
っ
た
感
じ
で

す
。 

　

で
は
、
そ
れ
以
外
の
数
字
は
ど
う

や
っ
て
記
入
し
た
の
で
し
ょ
う
。
実
は

す
べ
て
計
算
の
結
果
で
す
。
し
か
し
、

こ
れ
は
厄
介
な
計
算
で
し
た
。 

　
延
宝
検
地
の
と
き
、
１
間
は
文
禄
の

と
き
の
６
尺
３
寸
か
ら
６
尺
に
簡
略

化
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
１
間
は

６
尺
、
１
尺
は
10
寸
で
す
。
ま
た
１
町

の
面
積
は
10
反
、
１
反
は
10
畝
、
１
畝

は
30
歩（
坪
）で
す
。
こ
の
よ
う
に
長

さ
も
面
積
も
途
中
で
位
取
り
の
基
準

が
変
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。 

　
面
積
を
出
し
、
分
米
高
を
出
す
に
は

こ
の
位
取
り
の
違
い
を
組
み
込
ん
で
お

か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
上

の
例
文
、
６
間
３
尺
３
寸
と
３
間
４
尺

８
寸
を
掛
け
て
面
積
を
出
す
と
き
に

は
、
10
進
法
が
効
く
尺
を
基
準
に
す
る

と
し
て
、
近
代
人
な
ら
以
下
の
よ
う
に

計
算
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
６
間
３
尺

３
寸
＝（
６
×
６
）尺
＋
３
･
３
尺
＝

39
･
３
尺
、
同
じ
く
３
間
４
尺
８
寸

は
22
･
８
尺
と
換
算
し
ま
す
。
次
に

こ
れ
ら
を
掛
け
て
、
8
9
6
･
0
4
平

方
尺
と
出
す
。
１
歩（
坪
）＝
36
平
方

尺
だ
か
ら
、
8
9
6
･
0
4
÷
36
で

答
え
は
24
･

89
歩
。
こ
れ
を
概
略
表

記
す
れ
ば
例
文
通
り
25
歩
と
い
う
数

字
が
出
て
き
ま
す
。 

　
し
か
し
、
こ
れ
は
面
倒
だ
し
、
間
違

い
や
す
い
で
す
ね
。
し
か
も
、
つ
づ
い

て
、
１
反
当
た
り
の
平
均
取
れ
高
と
面

積
を
も
と
に
分
米
高
を
求
め
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。
こ
れ
は
比
例
式
の
問
題
で

す
が
、
こ
こ
で
も
10
進
法
だ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
当
時
の
人
た
ち
は
こ
れ
と

は
違
う
や
り
方
を
な
に
か
知
っ
て
い
た

の
で
し
ょ
う
か
。
試
み
に
、
検
地
帳
の

数
字
は
い
く
つ
か
検
算
し
ま
し
た
が
、

答
え
は
す
べ
て
合
い
ま
し
た
。 

　
そ
ろ
ば
ん
し
か
な
い
時
代
、
人
び
と

は
大
変
な
集
中
力
を
も
っ
て
こ
の
事

業
を
や
り
遂
げ
た
の
で
す
。
し
か
も
、

「
検
地
帳
」
の
最
終
ペ
ー
ジ
で
は
、
前

号
で
見
た
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
集
計
ま

で
や
っ
て
い
ま
す
。
驚
く
べ
き
こ
と
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

（
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

計算がいっぱい。延宝 7 年「池田庄検地帳」 

▲ 面 積：1 町 =10 反 =100 畝 ≒ 10,000 ㎡
=1ha。1畝＝30歩（坪） 1歩（坪）=3.3㎡
体積：1石=10斗＝100升=1,000合=180
ℓ。米1石≒150㎏
長さ：１間=６尺=60寸≒1.82m
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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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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
。
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〇
法
事
の
記
録

文
久
元
年（
１
８
６
１
）８
月
16
日
、

現
在
の
川
西
市
東
畦う

ね

野の

地
区
で
、
当
時

は
あ
っ
た
寺
の
開
山
和
尚
百
五
十
回

忌
の
集
ま
り
が
、
寺
の
世
話
人
や
有
力

者
た
ち
を
中
心
に
実
施
さ
れ
た
。
同
じ

村
内
の
寺
、
今
の
能
勢
町
長な

が

谷た
に

地
区
に

あ
る
寺
、
さ
ら
に
は
京
都
か
ら
も
２
か

寺
が
寄
り
集
ま
っ
た
。

料
理
の
準
備
も
大
変
だ
っ
た
。
そ
れ

を
記
録
し
た「
雑
用
覚
」に
は
、
釜
の
掃

除
、
長
谷
地
区
の
寺
に
案
内
に
行
く
人

の
日ひ

用よ
う

賃
、
さ
ら
に
は
、
買
い
物
や
容

器
の
手
配
、
料
理
人
の
雇
用
ま
で
こ
ま

ご
ま
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

買
い
物
で
そ
ろ
え
た
品
物
は
、
酢
５

合
、
み
り
ん
８
合
５
勺
、
う
ど
ん
粉
４

貫
目
、
上
々
味
噌
２
貫
目
、
上
醤
油
５

升
、
も（

原

文

マ

マ

）

ち
五
文
取
り
10
、
大
豆
４
升
８

合
、
ま
ん
じ
ゅ
う
１
７
５
、
く（

く
ず
）す

１

升
、
酒
１
斗
７
合
、
上
薪
炭
１
俵
、
あ

づ
き
１
升
余
、
と（

と
う
ふ
）

ふ
ふ
５
箱
、
白
米
１

斗
で
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
に「
福
せ
」と

い
う
料
理
屋
か
ら
人
を
呼
び
、
さ
ら
に

茶
漬
け
用
茶
碗
10
人
前
を
出
し
て
も

ら
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
費
用
は
銭
19

貫
4
9
8
文
に
上
っ
た
。
当
時
の
銀
に

換
算
す
れ
ば
約
２
６
９
匁
＝
１
０
０
８

グ
ラ
ム
に
な
る
。
た
い
へ
ん
大
き
な
買

い
物
で
あ
っ
た
。
こ
ん
な
買
い
物
、
池

田
周
辺
地
域
全
体
に
広
げ
れ
ば
結
構

あ
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
ら
を
合
わ
せ
た

ら
相
当
の
金
額
と
な
る
だ
ろ
う
。

〇
村
の
催
事
を
支
え
る

　
池
田
の
町

さ
て
、
こ
の
買
い
物
、
ど
こ
で
し
た

の
か
。
酒
１
斗
７
合
は
購
入
し
た
店
名

か
ら
見
て
、
山
下
町
の
北
側
＝
下げ

財ざ
い

屋や

敷し
き

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し

か
し
、
ほ
か
に
は
、「
池
田
買
物
」と
い

う
文
字
が
３
か
所
、
ま
た「
池
田
瀧
松
」

と
の
記
載
も
１
か
所
あ
る
。
つ
ま
り
、

池
田
に
行
っ
て
い
る
。
そ
う
考
え
れ

ば
、
料
理
人
を
頼
ん
だ「
福
せ
」も
池
田

に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

要
す
る
に
、
周
辺
村
々
で
は
、
な
に

か
集
ま
り
事
の
と
き
、
池
田
で
の
買
い

物
、
料
理
人
の
雇
用
は
普
通
に
な
っ
て

い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
池
田

の
町
の
上
得
意
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
で
は
、
そ
の
周
辺
と
は
ど
ん
な
範

囲
な
の
か
。
そ
れ
は
池
田
に
と
っ
て
も
、

ま
た
周
辺
村
々
に
と
っ
て
も
調
べ
る
価

値
の
高
い
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

〇
元
禄
の
池
田
村
絵
図
に

　
店
を
探
す

で
は
、
村
の
人
た
ち
は
実
際
に
池
田

の
町
の
ど
こ
で
買
い
物
を
し
た
の
だ
ろ

う
か
。
こ
こ
で
は
最
近
ず
っ
と
見
て
き

た
元
禄
10
年
摂
州
豊
島
郡
池
田
村
絵

図
で
試
み
て
み
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
元
禄
か
ら
文
久
ま
で
お

よ
そ
１
５
０
年
の
隔
た
り
が
あ
る
。
店

も
ほ
と
ん
ど
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る

し
、
文
久
に
は
元
禄
に
存
在
し
な
い
商

品
を
扱
う
店
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で

も
、
元
禄
の
絵
図
で
確
認
す
る
と
、
逆

に
そ
う
し
た
需
要
に
こ
た
え
る
体
制
が

池
田
側
に
い
つ
ご
ろ
か
ら
存
在
し
た
か

見
え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。

〇
北
か
ら
の
お
客
は
ま
ず
…

池
田
へ
買
い
物
に
来
る
人
は
、
東
西

南
北
四
方
向
か
ら
町
に
入
る
。
そ
の
う

ち
北
か
ら
来
る
人
は
北
新
町
へ
と
入
っ

て
く
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
東
畦
野
村

か
ら
買
い
物
に
来
た
人
は
ま
ず
北
新
町

で
店
を
探
し
、
な
け
れ
ば
中
新
町
か
ら

南
新
町
へ
、
さ
ら
に
あ
ち
こ
ち
探
す
、

と
な
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
そ
こ
で
、
北
新
町
の
通
り
を

北
か
ら
順
に
眺
め
て
い
く
と
、
東
側
に

は
鍋
屋
、
小
間
物
屋（
２
軒
）、
豆
腐
屋

と
並
ぶ
。
豆
腐
は
こ
こ
で
手
に
入
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
は
福
せ
に
頼
ん
で
い
る

の
で
買
わ
な
い
。
さ
ら
に
見
て
い
く

と
、
た
ば
こ
屋
、
檜ひ

物も
の

屋
、
古ふ

る

手て

屋
、

瀬
戸
物
屋
、
餅
屋
と
出
て
く
る
。「
あ

あ
、
餅
屋
」と
な
る
だ
ろ
う
。
続
い
て

道
を
歩
け
ば
、
ま
ん
じ
ゅ
う
・
上
薪

炭
・
上
々
味
噌
が
買
え
た
。
す（
酢
）・

み
り
ん
・
う
ど
ん
粉
・
上
醤
油
・
あ
ず

き
な
ど
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
お
そ

ら
く
、
こ
れ
ら
の
品
は
、
元
禄
期
に
は

個
人
の
家
庭
等
で
製
造
し
保
管
し
て
い

た
の
だ
ろ
う
。
時
代
が
進
む
に
つ
れ
、

調
味
料
や
家
庭
で
使
う
そ
の
他
の
食
料

も
商
品
化
が
進
ん
だ
こ
と
が
確
認
で
き

る
。
池
田
は
町
と
し
て
さ
ら
に
進
化
す

る
の
で
あ
る
。

 （
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

池田で買い物

畦野地区で開かれた法事の記録。「池田買物」の文字が見える
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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
い
合
わ
せ
は
生
涯
学
習
推
進
課
市

史
編
纂
☎
７
５
４・６
６
７
４

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」）

仁
左
衛
門
後
家 

➡
し
ま  

➡



Vol.148

2021.4　広報いけだ　　PB29　　2021.6　広報いけだ

〇「
村
」の
イ
メ
ー
ジ

「
江
戸
時
代
、
村
に
は
庄
屋
と
か
年

寄
と
か
い
う
役
人
が
い
ま
し
た
が
、
ど

ん
な
人
な
の
で
し
ょ
う
。」こ
う
質
問
さ

れ
た
ら
ど
う
答
え
ま
す
か
。

そ
も
そ
も
、
こ
の
人
た
ち
に
つ
い
て

考
え
た
こ
と
が
な
い
、
い
た
こ
と
さ
え

知
ら
な
い
と
い
う
人
も
多
い
の
で
は
。

あ
り
き
た
り
な
時
代
劇
ド
ラ
マ
で
は

百
姓
も
庄
屋
も
、
年
寄
も
、
滅
多
に
見

か
け
ま
せ
ん
。
と
き
ど
き
は
出
て
き
ま

す
が
、
そ
の
多
く
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
年

を
と
り
、
顔
に
は
し
わ
、
見
栄
え
の
し

な
い
着
物
姿
で
、
領
主
の
怒
り
を
気
に

す
る
哀
れ
な
農
民
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で

し
ょ
う
か
。
主
人
公
の
武
士
た
ち
の
引

立
役
で
す
ね
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
大
河
ド
ラ
マ
で
も
今
ま
で

主
役
に
な
っ
た
人
は
い
ま
せ
ん
。
た

だ
、
今
年
の
渋
沢
栄
一
は
例
外
か
も
。

こ
こ
で
は
、
新
し
い
「
お
百
姓
」
の
イ

メ
ー
ジ
が
い
ろ
い
ろ
と
沸
い
て
き
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
主
人
公
は
農
民
で
す
。

し
か
し
、
農
作
業
で
は
、
米
よ
り
も
藍

の
生
産
や
蚕
の
飼
育
の
方
が
中
心
。

し
か
も
買
い
付
け
に
も
心
を
砕
い
て
い

て
、
半
分
以
上
商
人
で
す
ね
。
視
野
も

広
い
で
す
。
本
当
の
と
こ
ろ
、
百
姓
っ

て
、
ど
っ
ち
の
イ
メ
ー
ジ
な
の
で
し
ょ

う
。

〇
池
田
村
の
庄
屋・年
寄

と
こ
ろ
で
、
江
戸
時
代
に
は
池
田
村

も
領
主
に
支
配
さ
れ
、
年
貢
を
払
い
続

け
る
村
で
し
た
。
村
で
す
か
ら
庄
屋
や

年
寄
な
ど
と
い
っ
た
村
役
人
も
お
り
、

彼
ら
は
多
く
の
百
姓
の
上
に
立
っ
て
領

主
の
指
示
を
受
け
て
い
た
の
で
す
。

さ
て
、
村
だ
と
す
る
と
当
然
、
庄
屋

の
く
ら
し
は
農
業
中
心
、
も
ち
ろ
ん
年

貢
の
こ
と
で
心
は
占
め
ら
れ
て
い
た
、

と
考
え
る
の
が
普
通
で
し
ょ
う
。
も
っ

と
も
、
池
田
村
は
５
つ
の
株
に
分
け
ら

れ
、
５
人
ず
つ
庄
屋
・
年
寄
な
ど
が
い

た
と
い
い
ま
す
か
ら
、
少
し
や
や
こ
し

い
で
す
ね
。
そ
こ
で
、
こ
の
５
株
の
こ

と
は
ち
ょ
っ
と
脇
に
置
い
て
お
き
ま

し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
、
ど
ん
な
人
が

庄
屋
や
年
寄
役
を
務
め
て
い
た
の
か
、

気
に
な
っ
て
き
ま
す
。

〇
伊
居
太
神
社
日
記
の
衝
撃

江
戸
時
代
、
伊
居
太
神
社
＝
穴
織

宮
の
宮
司
は
代
々
日
記
を
書
き
続
け
て

き
ま
し
た
。『
池
田
市
史
』史
料
編
②

③
は
そ
れ
を
翻
刻
し
た
活
字
本
で
、
Ｂ

４
版
全
２
０
７
６
ペ
ー
ジ
と
い
う
大
冊

と
な
っ
て
い
ま
す
。
代
々
の
宮
司
の
な

か
で
も
、
文
化
６
年（
１
８
０
９
）９
月

の
就
任
か
ら
天
保
10
年（
１
８
３
９
）末

の
引
退
ま
で
31
年
余
に
わ
た
っ
て
書
き

続
け
た
の
は
秦は

た
か
ず
さ

上
総
定
興
で
す
。
そ
の

分
量
は
８
３
３
ペ
ー
ジ
。
一
人
の
人
物

が
記
し
た
日
記
と
し
て
は
日
本
有
数
の

記
述
量
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

定
興
が
宮
司
の
と
き
、
す
な
わ
ち
文

政
３
年（
１
８
２
０
）12
月
の
こ
と
で
す

が
、
日
記
に
は
定
興
の
身
内
と
思
わ
れ

る
勝
左
衛
門（
幼
名
伝
之
介
）が
推
さ

れ
て
中
池
田
村
の
庄
屋
に
就
任
し
た
と

書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、

伊
居
太
神
社
は
、
池
田
村
の
み
な
ら

ず
、
広
く
周
辺
地
域
か
ら
も
尊
崇
さ
れ

た
権
威
あ
る
神
社
で
す
。
年
貢
の
対
象

地
に
は
な
ら
ず
、
宮
司
も
百
姓
の
身
分

と
は
違
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
思
う

の
で
す
が
、
な
ぜ
、
宮
司
の
身
内
が
庄

屋
に
な
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

実
は
、
日
記
を
め
く
っ
て
い
く
と
、

定
興
は
当
時
池
田
一
の
造
り
酒
屋
で

あ
っ
た
大
和
屋
の
一
統
に
属
す
る
商
家

＝
通
称
大
和
屋
勝
左
衛
門
で
あ
っ
た

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
文
化

６
年
９
月
に
宮
司
家
で
あ
る
河
村
家
の

跡
を
取
っ
た
の
で
す
。
文
政
３
年
に
庄

屋
と
な
っ
た
勝
左
衛
門
は
宮
司
の
身
内

と
思
わ
れ
ま
す
。
定
興
が
宮
司
に
な
る

前
の
勝
左
衛
門
を
襲
名
し
て
お
り
、
当

然
大
和
屋
に
関
わ
る
人
物
と
も
見
做
さ

れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。「
中
池
田
村

庄
屋
勝
左
衛
門
」の
名
は
、
こ
の
あ
と

各
種
の
史
料
に
出
て
き
ま
す
。

〇
商
人
が
庄
屋・年
寄
に

そ
う
い
え
ば
、
こ
の
時
期
の
池
田
村

の
庄
屋
の
名
前
に
は
、
麹
屋
小
兵
衛
と

か
豊
嶋
屋
六
兵
衛
な
ど
、
商
家
と
し
て

の
屋
号
を
も
っ
て
い
る
人
が
大
勢
い
ま

す
。た
だ
し
、庄
屋
と
し
て
登
場
す
る
と

き
に
は
屋
号
は
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。

池
田
村
の
庄
屋
・
年
寄
で
農
業
を
本

業
と
す
る
者
は
少
な
か
っ
た
と
考
え
る

べ
き
で
し
ょ
う
。
一
般
の
村
々
と
は
異

な
り
商
人
を
本
態
と
す
る
人
び
と
が
幕

府
や
近
衛
家
と
い
っ
た
領
主
の
指
示
を

受
け
て
、
毎
年
多
額
の
年
貢
を
集
め
、

納
め
る
仕
事
を
し
て
い
た
の
で
す
。
在

郷
町
で
あ
っ
た
池
田
村
の
特
質
は
こ
こ

に
あ
っ
た
と
考
え
る
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

近世池田村の庄屋・年寄

伊
居
太
神
社
日
記
を
所
収
し
た

『
池
田
市
史
』
史
料
編
②
と
③
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〇
心
の
よ
り
ど
こ
ろ

「
伊
居
太
神
社
日
記
」に
は
、
正
月
三

が
日
に
た
く
さ
ん
の
人
が
神
社
に
お
参

り
す
る
と
い
っ
た「
初
詣
」の
様
子
を
語

る
記
事
は
一
度
も
出
て
き
ま
せ
ん
。
つ

ま
り
、
江
戸
時
代
に
は
こ
の
よ
う
な
習

慣
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

実
は
、
神
社
へ
の
宗
教
的
尊
崇
の
念

の
表
し
方
は
今
と
は
ず
い
ぶ
ん
違
っ
て

い
た
よ
う
で
す
。
例
え
ば
、「
伊
居
太

神
社
日
記
」文
化
６
年（
１
８
０
９
）10

月
16
日
に
は
池
田
で
酒
造
を
営
ん
で
い

た
大
和
屋
仁
右
衛
門
の
記
述
が
あ
り

ま
す
。
彼
は
、
前
年
大
坂
伝
法
の
地
に

事
業
の
場
所
を
移
し
、
江
戸
行
き
の
船

を
運
航
さ
せ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
名
を

伊
居
太
神
社
の
別
名
に
ち
な
む「
穴あ
や
は織

丸ま
る

」と
名
付
け
、
出
船
時
も
、
ま
た
無

事
に
着
船
し
た
と
き
も
船
頭
ら
に
神
社

へ
参
拝
さ
せ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
神
社

は
、
生
地
を
離
れ
た
個
人
に
と
っ
て
も

産う
ぶ
す
な
し
ゃ

土
社
と
し
て
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と

な
っ
て
い
た
の
で
す
。
ま
た
地
域
の

人
々
全
体
に
と
っ
て
も
安
寧
と
繁
栄
を

願
い
、
ま
た
、
心
を
合
わ
せ
る
場
所
と

し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
す
。

〇
神
社
の
存
続
を
支
え
る
も
の

さ
て
、
こ
う
し
た
神
社
の
存
続
に
は

大
勢
の
人
々
の
信
仰
心
は
言
う
ま
で
も

な
い
と
し
て
、
経
営
を
安
定
さ
せ
る
財

政
的
な
支
え
も
重
要
な
条
件
で
あ
っ
た

と
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
今
回
は
こ

こ
に
注
目
し
て
検
討
し
て
み
ま
す
。

一
つ
目
は
、
大
き
な
工
事
に
有
力
者

が
出
資
す
る
と
い
う
点
で
す
。
文
化
７

年
５
月
25
日
、
上
池
田
の
料
理
屋「
め

ん
茂も

」こ
と
木
綿
屋
茂
兵
衛
が
伊
居
太

神
社
に
や
っ
て
き
て
言
い
ま
す
。
伊
居

太
神
社
お
よ
び
呉
服
神
社
と
も
に
馬

場
先
へ
石
の
玉
垣
造
立
の
世
話
を
し

た
い
と
。
両
神
社
と
も
こ
れ
を
受
け
入

れ
ま
し
た
。
木
綿
屋
茂
兵
衛
は
、
工
事

中「
願
主
木
綿
屋
茂
兵
衛
」と
記
し
た

木
札
を
現
場
に
立
て
ま
し
た
。
こ
れ

で
、
有
力
な
商
人
が
両
神
社
を
尊
崇

し
、
大
工
事
の
財
政
を
支
え
る
と
い
う

形
が
示
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ

ん
、「
綿め
ん

茂も

」こ
と
木
綿
屋
茂
兵
衛
の
名

前
は
大
き
く
上
が
り
ま
す
。

二
つ
目
。
神
社
に
は
、
氏
子
か
ら
集

め
る
協
力
金
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た

よ
う
で
す
。
例
え
ば
、
６
月
頃
に
は
麦

の
収
穫
を
待
っ
て「
麦
初
穂
」を
集
め

て
い
ま
す
。
文
化
７
年（
１
８
１
０
）に

は
麦
８
斗
５
升
で
、
銭
５
貫
57
文
と

な
っ
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
安
土
桃

山
時
代
に
豊
臣
家
の
庇ひ

護
か
ら
始

ま
っ
た
神
社
の
権
利
だ
っ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

三
つ
目
に
は
、
特
定
の
商
人
な
ど
か

ら
の
供
物
で
す
。
文
化
６
年
に
は
10

月
か
ら
12
月
末
ま
で
に
米
屋
町
鍋
屋

治
兵
衛
か
ら
神
酒
１
升
、
勝
尾
寺
屋
平

兵
衛
か
ら
同
じ
く
１
升
、
小
坂
田
与
三

右
衛
門
か
ら
米
１
斗
７
升
、
同
じ
く
正

智
寺
よ
り
同
量
と
い
っ
た
感
じ
で
す
。

こ
れ
ら
は
、
時
期
を
見
て「
神
供
」と
し

て
御
殿
前
に
飾
ら
れ
ま
す
。

四
つ
目
に
は
、「
さ
い
せ
ん
」あ
る
い

は「
さ
ん
せ
ん
」と
呼
ば
れ
る
も
の
で

す
。
い
ず
れ
も
個
々
に
拝
礼
す
る
人
が

そ
の
た
び
に
投
げ
入
れ
る
小
銭
で
す
。

毎
月
の
初
め
に
勘
定
し
、
銭
で
１
貫
８

６
０
文
と
か
１
貫
９
０
０
文
と
か
い
っ

た
数
字
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
神
社
が

大
勢
の
参
拝
者
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
な
お
、
こ

の「
さ
ん
せ
ん
」に
は
臨
時
の
も
の
も
あ

り
ま
し
た
。
例
え
ば
、
文
化
７
年
２
月

18
日
雛
市
の
と
き
に
は
集
ま
る
人
が
多

く
、
合
計
１
貫
文
に
上
っ
た
と
あ
り
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
、
祭
礼
の
と
き
に
も
に

ぎ
わ
っ
た
も
の
で
し
ょ
う
。

し
か
し
な
ん
と
言
っ
て
も
、
神
社
の

財
政
を
考
え
る
と
き
に
は
、
宮
司
の
出

身
家
あ
る
い
は
後
見
人
の
財
産
的
信

用
を
見
落
と
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
伊

居
太
神
社
も
宮
司
の
出
身
家
で
あ
る

大
戸
屋（「
大
和
屋
」）の
信
用
が
あ
っ

て
、
経
営
は
さ
ら
に
安
定
し
た
と
考
え

る
べ
き
で
し
ょ
う
。
何
か
あ
っ
て
も
大

和
屋
が
付
い
て
い
る
と
い
う
の
は
、
大

き
な
安
心
感
を
与
え
た
と
思
わ
れ
ま

す
。詳
細
は
略
し
ま
す
が
、こ
の
こ
と
は

呉
服
神
社
宮
司
と
大
和
屋
と
同
じ
よ

う
に
有
力
な
商
人
で
あ
っ
た
油
屋
茂
兵

衛
の
関
係
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
が

「
伊
居
太
神
社
日
記
」文
化
６
年
11
月

７
日
の
記
録
か
ら
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

〇
氏
子
の
安
心
と

　
尊
崇
の
気
持
ち

神
社
の
経
営
が
安
定
し
て
は
じ
め

て
、
氏
子
ら
は
、
そ
の
神
社
は
悠
久
の

昔
か
ら
存
在
し
、
将
来
も
そ
の
ま
ま
続

く
と
い
う
神
社
の
説
明
を
信
じ
、
安
心

感
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
氏
子
た

ち
は
、
理
屈
抜
き
に
そ
う
し
た
神
社
を

心
の
支
え
と
し
て
尊
崇
し
て
い
っ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

 （
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

江戸時代の神社信仰とその財政基盤

伊居太神社
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〇
池
田
市
民
の
誇
り

江
戸
時
代
か
ら
明
治
期
ま
で
、
町
の

人
び
と
の
く
ら
し
を
知
る
上
で
池
田
に

「
伊
居
太
神
社
日
記
」と「
稲
束
家
日

記
」が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
全
国
的

に
見
て
も
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
。
両

方
と
も
、
読
み
に
く
い
文
字
を
活
字
に

変
え
て
本
に
し
て
い
ま
す
。
池
田
市
の

誇
り
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

た
だ
し
、
内
容
の
理
解
に
は
か
な
り

の
知
識
と
努
力
が
必
要
で
す
。
例
え

ば
人
物
。
初
め
は
何
者
か
少
し
も
分

か
り
ま
せ
ん
。
日
記
の
記
述
者
と
の

関
係
も
、
社
会
的
な
役
職
名
も
ま
ず
明

示
さ
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
、
次
々
と
出

て
く
る
の
で
す
。
特
に「
伊
居
太
神
社

日
記
」で
は
記
述
が
細
部
に
わ
た
っ
て

い
て
、
か
え
っ
て
脈
絡
が
取
り
に
く
い

感
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
難
関
を
乗
り
越

え
た
と
き
、
思
い
も
つ
か
な
か
っ
た
歴

史
的
な
事
実
が
い
っ
ぱ
い
見
え
て
く
る

の
で
す
。
今
回
は
伊
居
太
神
社
と
呉

服
神
社
で
江
戸
後
期
、
賑
や
か
に
行
わ

れ
て
い
た
秋
の
神
輿
と
太
鼓
の
渡
御

の
復
興
に
つ
い
て
見
て
い
き
ま
し
ょ

う
。

〇
神
輿
・
太
鼓
の
渡
御
が
復
活

そ
も
そ
も
神
社
の
祭
に
お
い
て
神
輿

（
御
輿
）渡
御
は
ど
ん
な
位
置
を
与
え

ら
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

池
田
で
は
荒
木
村
重
の
戦
乱
後
豊

臣
家
の
も
と
で
世
が
治
ま
っ
て
か
ら

も
、
１
５
０
年
以
上
に
わ
た
っ
て
渡
御

が
途
切
れ
て
い
ま
し
た
。「
穴あ

や
は
の
み
や

織
宮
拾

し
ゅ
う

要よ
う

記き

」と
い
う
史
料
に
は
、
伊
居
太
神

社
が
御
旅
所
の
あ
っ
た
小お

坂さ
か

田で
ん

へ
の

渡
御
を
試
み
た
と
こ
ろ
、
そ
の
地
の
人

び
と
か
ら
通
行
を
阻
止
さ
れ
、
御
輿
も

壊
さ
れ
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す（
１
３

６
号
）。

神
輿
渡
御
の
復
興
が
具
体
化
す
る

の
は
、
寛
延
３
年（
１
７
５
０
）の
こ
と

で
し
た
。『
新
修
池
田
市
史
』第
５
巻

（
民
俗
編
）第
二
章
第
１
節
で
詳
し
く

紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
さ

ら
に
事
実
を
付
け
足
し
て
考
察
し
て
み

ま
し
ょ
う
。

ま
ず
、「
伊
居
太
神
社
日
記
」同
年
６

月
21
日
に
は「
神
輿
寄
合
」が
開
か
れ

た
と
の
記
事
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に

は
、
本
町
、
荒
木
町
、
立
石
、
米
屋

町
、
西
ノ
口
、
柳
屋
町
、
新
材
木
町
、

元
新
町
、
北
ノ
口
、
甲こ

加か

谷た
に

、
大
西
、

寺て
ら

垣が

内い
ち

、
米
山
、
中な

か
ん
ち
ょ
う

ノ
町
、
そ
れ
に
小

坂
田
村
の
合
計
14
町
と
１
村
、
57
人
が

集
ま
っ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
伊

居
太
神
社
を
支
え
る
氏
子
町
々
が
神

輿
渡
御
を
希
望
し
た
の
で
す
。

宝
暦
２
年（
１
７
５
２
）４
月
７
日

に
は
大
坂
か
ら
神
輿
が
船
積
み
さ
れ

て
到
来
し
、
氏
子
中
が
迎
え
に
行
き
、

翌
日
に
は
参
詣
者
が
大
勢
集
ま
り
ま

し
た
。
た
だ
し
、
こ
の
年
の
秋
祭
り

に
渡
御
は
な
く
、
宝
暦
４
年
９
月
17

日
、「
初
め
て
神
輿
出
る
」と
し
て
、
米

屋
町
は
じ
め
い
く
つ
か
の
町
を
廻
り
、

七
ツ
時（
午
後
４
時
～
５
時
頃
）宮
へ

入
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

続
い
て「
太
鼓
方
々
へ
行
き
本
養
寺
借

り
昼
食
、
夜
五
つ
時
宮
へ
入
る
。
才

二
〆（
貫
）三
百
□
十
文
よ
る（
寄
る
）

と
も
。
ち
ょ
う
ち
ん
両
夜
灯
し
」と
あ

り
ま
す
。

「
才
」と
い
う
の
が「
さ
い
せ
ん
」と
す

れ
ば
、
神
社
で
は
、
ひ
と
り
一
文
と
み

て
少
な
く
と
も
１
０
０
０
人
か
ら
２
０

０
０
人
以
上
の
参
拝
者
を
得
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
神
輿
渡
御
は
町
の
人

び
と
の
心
を
高
ぶ
ら
せ
、
喜
ば
せ
た
の

で
す
。
ま
も
な
く
氏
子
町
を
中
心
に

神
輿
講
・
太
鼓
中
と
い
っ
た
組
織
も
作

ら
れ
ま
す
。
宝
暦
７
年
に
は
囃は

や

子し

獅し

子し

も
出
て
き
ま
す
。

一
方
、
呉
服
神
社
の
動
き
は
定
か
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ほ
ぼ
同
様
だ
っ
た

と
思
わ
れ
ま
す
。

〇
続
け
ら
れ
た
行
事

「
伊
居
太
神
社
日
記
」は
こ
の
あ
と

明
和
２
年（
１
７
６
５
）ま
で
と
同
９
年

～
安
永
３
年（
１
７
７
４
）５
月
、
同
７

年
～
８
年
と
残
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の

あ
と
は
文
化
５
年（
１
８
０
８
）ま
で
原

本
自
体
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
ま

す
。
た
だ
、
文
化
６
年
９
月
27
日
に
、

前
回
紹
介
し
た
大
戸（
大
和
）屋
勝
左

衛
門
が
宮
司
家
の
跡
を
と
り
、
改
め
て

日
記
を
つ
け
始
め
ま
す
。
彼
は
翌
年

９
月
17
日
に「
今
日
神
事
也
、
賑に

ぎ

々に
ぎ

し

く
御
座
候
」と
記
し
て
い
ま
す
。

神
輿
渡
御
は
こ
こ
ま
で
休
ま
ず
続
け

ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
近
郷
の
町
々
で

も
人
び
と
は
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し

た
。
中
ノ
町
に
住
ん
で
い
た
稲
束
家

の
日
記
寛
政
６
年（
１
７
９
４
）９
月

17
日
に
は「
神
輿
渡
行
有
」と
書
か
れ
、

さ
ら
に
親
類
か
ら
見
物
客
が
来
た
こ
と

が
記
さ
れ
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

江戸時代後期、神
み

輿
こ し

渡
と

御
ぎ ょ

の復活記録

池田村旧町名
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