
歴 史 を ひ も と く

　池
田
・室
町
、箕
面
・桜
井
に
続
い
て
、

大
正
3
年
（
1
9
1
4
年
）か
ら
売
り
出

さ
れ
た
「
豊
中
住
宅
地
」の
特
徴
は
、先

行
し
た
2
か
所
に
比
べ
て
、約
5
万
坪
と

規
模
が
大
き
く
、豊
中
グ
ラ
ウ
ン
ド
と
い

う
娯
楽
施
設
を
セ
ッ
ト
に
し
た
開
発
手

法
が
、小
林
一
三
に
と
っ
て
の
ひ
と
つ
の

集
大
成
だ
と
三
宅
さ
ん
は
語
り
ま
す
。

「
豊
中
停
留
場
（
現
・豊
中
駅
）を
降
り

て
住
宅
地
を
通
り
抜
け
た
先
に
豊
中
グ

ラ
ウ
ン
ド
を
配
置
し
た
の
は
、グ
ラ
ウ
ン

とよなか物語　　13 12

豊 中 住 宅
開 発 物 語

　鉄
道
経
営
と
住
宅
開
発
の
一
体
的
な
展
開
を
日
本
で
い
ち
早
く
取

り
入
れ
た
の
が
、阪
急
電
鉄
創
業
者
の
小
林
一
三
で
あ
る
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
ま
す
。そ
の
小
林
一
三
が
手
が
け
た「
豊
中
住
宅
地
」（
現
・

玉
井
町
1
・
2
・
4
丁
目
）は
、阪
急
電
鉄
宝
塚
線（
当
時
は
箕
面
有
馬
電

気
軌
道
）沿
線
で
3
番
目
の
住
宅
地
と
し
て
売
り
出
さ
れ
、そ
の
後
の

住
宅
都
市
・
豊
中
の
発
展
の
礎
と
な
り
ま
し
た
。こ
れ
以
降
、他
の
会
社

も
次
々
と
周
辺
の
住
宅
開
発
を
進
め
て
い
き
ま
し
た
。

　都
市
計
画
の
研
究
者
で
あ
る
三
宅
正
弘
さ
ん
に
、豊
中
の
住
宅
開
発

の
は
じ
ま
り
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

手
の
届
く

ハ
イ
カ
ラ
、モ
ダ
ン
な
郊
外
生
活

ド
へ
行
く
途
中
に
、分
譲
中
の
住
宅
地
を

見
て
も
ら
う
こ
と
も
考
え
て
い
た
と
思

わ
れ
ま
す
」。

　急
速
に
工
業
化
が
進
ん
だ
大
正
期
は
、

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
層
と
い
う
新
し
い
働
き

方
を
生
み
出
し
ま
し
た
。工
業
化
に
よ
る

大
阪
市
内
の
環
境
悪
化
や
住
宅
不
足
を

背
景
に
、こ
う
し
た
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
層

に
、割
賦
方
式
と
い
う
当
時
と
し
て
は
画

期
的
な
販
売
方
法
で
住
宅
地
を
分
譲

し
、人
気
を
博
し
ま
し
た
。「
豊
中
住
宅
地

の
も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
は
、大
企
業
の
寮

や
社
宅
向
け
に
大
き
な
区
画
が
分
譲
さ

れ
た
こ
と
。沿
線
に
あ
っ
た
箕
面
動
物

園
、宝
塚
温
泉
な
ど
の
娯
楽
施
設
に
加
え

て
、豊
中
グ
ラ
ウ
ン
ド
が
あ
り
身
近
で
ス

ポ
ー
ツ
に
親
し
む
こ
と
の
で
き
る
豊
中

は
、台
頭
す
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
層
に
向
け

て
郊
外
生
活
の
イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
る
一

大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
だ
っ
た
の
で
す
」。そ

し
て
生
活
関
連
施
設
と
し
て
、住
民
の
た

め
の
集
会
所
や
身
の
回
り
の
生
活
用
品

を
扱
う
購
売
組
合
な
ど
を
居
住
者
と
と

も
に
育
ん
で
い
き
ま
し
た
。

　大
正
9
年
、豊
中
住
宅
地
に
隣
接
す

る
地
域
に
、岡
町
住
宅
経
営
株
式
会
社

が「
新
屋
敷
住
宅
地
」（
現
・
末
広
町
1
〜

3
丁
目
）を
開
発
し
ま
し
た
。整
然
と
し

た
街
区
割
り
、道
幅
の
広
い
通
り
に
加

え
て
、車
道
の
両
側
約
2
m
に
整
備
さ

れ
た
植
栽
帯
が
、ゆ
と
り
あ
る
開
放
的

な
住
宅
環
境
を
生
み
出
し
ま
し
た
。周

辺
も
含
め
、今
も
当
時
の
面
影
が
残
る
、

そ
の
優
れ
た
景
観
は
他
に
類
を
見
な
い

貴
重
な
も
の
だ
そ
う
で
す
。「
住
宅
地
開

発
と
し
て
は
、当
時
考
え
う
る
最
高
作

品
の
ひ
と
つ
だ
と
思
い
ま
す
。こ
れ
か

ら
も
長
く
残
し
て
ほ
し
い
景
観
で
す
」

と
三
宅
さ
ん
は
語
り
ま
す
。

他
に
類
を
見
な
い

貴
重
な
新
屋
敷
住
宅
地

和
菓
子
店
の
多
さ
は

文
化
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー

岡
茶
寮
が
、
か
つ
て
曽
根
に
存
在
し
た

の
も
、
豊
中
の
文
化
の
成
熟
度
を
示
す

事
柄
と
言
え
そ
う
で
す
。
大
阪
市
内
の

実
業
家
が
贅
を
尽
く
し
て
建
て
た
数
寄

屋
造
り
の
別
荘
が
、
の
ち
に
大
阪
星
岡

茶
寮
と
し
て
風
雅
を
愛
す
る
人
々
に
親

し
ま
れ
ま
し
た
。「
堺
で
始
ま
っ
た
茶
の

湯
文
化
が
、
大
阪
・
船
場
を
経
て
郊
外

の
豊
中
で
浸
透
し
、
周
辺
へ
広
ま
っ
て
い

く
と
と
も
に
、
大
阪
の
美
食
文
化
も
ま

た
豊
中
で
成
熟
し
て
い
っ
た
の
だ
と
思

い
ま
す
」。

　豊
中
は
、能
勢
街
道
に
沿
う
形
で
鉄

道
が
敷
か
れ
て
、そ
の
沿
線
に
住
宅
開

発
が
進
み
ま
し
た
。「
鎮
守
の
杜
に
加
え

て
古
い
街
道
沿
い
の
街
並
み
と
、新
し

い
住
宅
街
と
が
共
存
す
る
形
で
ま
ち
が

形
成
さ
れ
た
」と
三
宅
さ
ん
は
話
し
ま

す
。そ
の
こ
と
で
、ま
ち
の
建
物
や
空

間
、人
々
と
の
関
係
が
、多
様
な
暮
ら
し

の
ス
タ
イ
ル
を
許
容
す
る
、懐
の
深
い
、

ち
ょ
う
ど
良
い
頃
合
の
ま
ち
に
な
っ
た

と
言
え
る
そ
う
で
す
。気
さ
く
で
親
し

み
や
す
い
下
町
文
化
と
、新
し
い
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
を
志
向
す
る
山
の
手
の
両

方
の
魅
力
を
兼
ね
備
え
た
ま
ち
だ
か

ら
、今
も
多
く
の
人
が
暮
ら
し
や
す
い

と
感
じ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ち
ょ
う
ど
良
い
頃
合
の

暮
ら
し
や
す
い
ま
ち

立
花
町
か
ら
末
広
町
に
か
け
て
、手
入
れ
の
行
き
届
い
た

植
栽
帯
が
、ゆ
と
り
あ
る
景
観
を
生
み
出
し
て
い
ま
す

大
阪
星
岡
茶
寮

（
昭
和
10
年（
1
9
3
5
年
）開
設
）。

北
大
路
魯
山
人
ら
が
主
宰
す
る
美
食
倶
楽
部
の

会
員
制
料
亭
と
し
て
東
京
の
星
岡
茶
寮
と
と
も

に
人
気
を
集
め
ま
し
た

昭
和
初
期
の
豊
中（
新
修
豊
中
市
史「
集
落・都
市
編
」）

明
治
期
末
か
ら
昭
和
の
初
め
に
か
け
て
次
々
と
住
宅
地
が
開
発
さ
れ
ま
し
た

（
新
修
豊
中
市
史「
集
落・都
市
編
」）
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