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池
田
城
は
い
つ
築
か
れ
た
の
か
、
今
の
と
こ
ろ
、

こ
れ
に
つ
い
て
書
か
れ
た
史
料
は
あ
り
ま
せ
ん
。

『
新
修
池
田
市
史
』
第
１
巻
で
、
池
田
城
の
名
が
登

場
す
る
最
古
の
史
料
と
し
て
建
武
３
年
（
１
３
３
６
）

「
平
国
茂
軍
忠
状
」
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
軍

忠
状
」
に
は
、
後
醍
醐
天
皇
の
南
朝
方
と
足
利
尊
氏

の
北
朝
方
と
が
対
立
し
た
南
北
朝
の
内
乱
の
時
、
北

朝
方
の
芥
河
岡
国
茂
の
軍
勢
が
、「
池
田
城
に
て
数

日
送
」
っ
て
夜
詰
め
を
し
た
と
い
う
記
述
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
記
述
か
ら
、
１
３
０
０
年
代
の
前
半
、
す

な
わ
ち
南
北
朝
時
代
に
池
田
城
が
存
在
し
て
い
た
の

で
は
な
い
か
、
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ

の
時
期
に
池
田
城
の
存
在
を
認
め
る
場
合
、
果
た
し

て
、
現
在
、
城
山
町
の
台
地
上
に
あ
る
池
田
城
跡
を

指
し
て
い
る
の
か
、
以
下
の
点
で
疑
問
が
あ
り
ま
す
。

よよよよみみみみががががええええるるるる「「「「池池池池田田田田城城城城」」」」のののの興興興興亡亡亡亡

平
成
７
年
度
か
ら
始
ま
っ
た
池
田
城
跡
公
園
の
整
備
は
、
今
年
３
月
末

に
完
成
。
４
月
１
日
に
、「
市
民
の
憩
の
庭
園
」
と
し
て
オ
ー
プ
ン
し
ま
す
。

櫓
風

や
ぐ
ら
ふ
う

展
望
休
憩
舎
を
中
心
に
庭
園
が
広
が
る
城
跡
は
、
か
つ
て
の
中
世
の

城
、
池
田
城
の
栄
枯
盛
衰
を
物
語
る
ド
ラ
マ
の
舞
台
で
す
。
オ
ー
プ
ン
に

先
立
ち
、
今
号
と
３
月
１
日
号
の
２
回
に
わ
た
り
、
そ
の
池
田
城
の
興
亡

を
紹
介
し
ま
す
。

城城城城跡跡跡跡公公公公園園園園
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池
田
城
は

い
つ
で
き
た
の
か
　

11

南
北
朝
時
代
の
内
乱
は
北
朝
方
対
南
朝
方
と
い

っ
た
広
域
戦
で
、
自
分
の
領
地
を
守
る
た
め
の
戦
い

方
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
城
は
千
早
赤
阪
城

（
千
早
赤
阪
村
）
の
よ
う
に
山
深
い
、
し
か
も
山
頂

や
尾
根
づ
た
い
に
築
か
れ
る
も
の
が
多
く
、
池
田
城

の
よ
う
に
街
道
や
集
落
に
接
し
、
簡
単
に
そ
の
存
在

が
認
識
で
き
る
場
所
に
築
か
れ
る
例
が
見
ら
れ
な
い

こ
と
。芥

河
岡
氏
の
軍
勢
が
夜
詰
め
を
し
た
と
い
う
の

で
あ
れ
ば
、
あ
る
程
度
の
面
積
と
防
御
機
能
（
あ
る

い
は
要
害
に
富
む
）
を
有
し
た
城
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
が
、
池
田
城
の
城
域
が
拡
大
さ
れ
、
防
御
機
能

が
高
め
ら
れ
る
の
は
、
発
掘
調
査
に
よ
れ
ば
１
５
０

０
年
代
に
な
っ
て
か
ら
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
。

4444////1111

池
田
城
の
名
が
登
場
す
る
最
古
の
史
料

池
田
城
跡
公
園
の
開
園
を
記
念
し
て
、
５
月
20
日
g
午
後

６
時
か
ら
同
公
園
特
設
ス
テ
ー
ジ
で
「
い
け
だ
薪
能
」
を
開

催
し
ま
す
。
そ
れ
に
先
立
つ
同
日
の
昼
間
、「
謡
曲
」「
仕
舞
」

に
親
し
ま
れ
て
い
る
皆
さ
ん
の
発
表
会
を
行
い
ま
す
。
ご
応

募
く
だ
さ
い
。

と
き
＝
５
月
20
日
g
（
雨
天
は
21
日
）
午
前
11
時
〜
午
後

４
時
　
と
こ
ろ
＝
同
公
園
特
設
ス
テ
ー
ジ
　
発
表
内
容
＝
連

吟
、
仕
舞
な
ど
　
費
用
＝
３
０
０
０
円
（
仕
舞
は
別
途
費
用

が
必
要
）

申
し
込
み
＝
曲
目
、
出
演
希
望
者
の
氏
名
、
住

所
、
年
齢
と
グ
ル
ー
プ
の
代
表
者
を
書
い
て
、
郵
送
ま
た
は

F
A
X
で
同
公
園
竣
工
記
念
イ
ベ
ン
ト
実
行
委
員
会
事
務
局

（
〒
５
６
３
│
０
０
５
６
栄
町
１
│
１
、
阪
急
池
田
ブ
ラ
ン
マ

ル
シ
ェ
３
番
館
、
7
い
け
だ
市
民
文
化
振
興
財
団
内
、
1
50
・

３
３
３
３
、
5
50
・
３
３
３
０
）

池
田
城
跡
公
園
竣
工
記
念
イ
ベ
ン
ト

い
け
だ
薪
能

た
き
ぎ
の
う

／
市
民
発
表
会
へ
の
お
誘
い

イ ア

池田城主郭想像復元図
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こ
う
し
た
点
か
ら
、
建
武
３
年
の
「
軍
忠
状
」
に

登
場
す
る
池
田
城
は
、
今
私
た
ち
が
認
識
し
て
い
る

池
田
城
跡
で
は
な
く
、
も
し
か
し
た
ら
五
月
山
山
頂

の
ど
こ
か
に
城
が
築
か
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
前
掲
の
『
池
田
市
史
』
で
も
場
所
に
つ
い
て
触

れ
て
い
な
い
の
は
こ
の
た
め
と
思
わ
れ
ま
す
。

池
田
氏
は
、
勝
尾
寺
（
箕
面
市
）
蔵
『
勝
尾
寺
文

書
』
に
よ
れ
ば
、
１
２
０
０
年
代
後
半
に
現
れ
、
し

か
も
そ
の
本
拠
地
が
「
呉
庭
荘
」
で
あ
っ
た
と
推
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
当
時
は
「
藤
原
」
の
氏
名
を
持
っ

て
お
り
、
釈
迦
院
（
鉢
塚
２
丁
目
）
の
宝
篋
印
塔

ほ
う
き
ょ
う
い
ん
と
う

を

建
て
た
藤
原
景
正
も
池
田
氏
の
一
族
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
池
田
氏
は
南
北
朝
時
代
の
こ
ろ
か
ら

力
を
付
け
は
じ
め
、
１
３
０
０
年
代
の
半
ば
に
は
勝

尾
寺
の
檀
家

だ
ん
か

に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

た
だ
し
、
檀
家
衆
の
土
豪
30
数
人
の
中
の
一
人
と
し

て
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
抜
き
ん
出
た
存
在

で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
摂
津
国
守
護
赤

松
氏
の
家
来
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
分
か
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
後
、
ど
の
よ
う
な
過
程
で
成
長
を
遂
げ
た

の
か
不
明
で
す
が
、『
勝
尾
寺
文
書
』
の
永
享
８
年

（
１
４
３
７
）「
歳
末
巻
数
賦
日
記
」（
願
主
の
た
め

に
読
誦

ど
く
じ
ゅ

し
た
経
文
や
度
数
を
記
し
て
送
っ
た
文
書
の

控
え
）
で
は
、
10
人
程
度
に
固
定
化
さ
れ
て
お
り
、

80
数
年
間
の
間
で
、
土
豪
30
数
人
か
ら
10
人
程
度
に

淘
汰

と
う
た

さ
れ
、
池
田
氏
は
そ
の
中
に
残
っ
て
い
る
こ
と

が
分
か
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
こ
ろ
に
は
、
支

配
領
地
が
広
が
っ
て
国
人
（
各
地
の
、
小
規
模
な
領

地
を
支
配
し
た
者
）
と
し
て
成
長
し
、
支
配
の
拠
点

と
し
て
館

や
か
た

を
構
え
る
ま
で
に
な
っ
た
、
す
な
わ
ち
、

１
４
０
０
年
代
の
前
半
に
は
、
現
在
の
池
田
城
跡
の

場
所
に
館
を
築
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
ま

す
。
永
享
８
年
以
降
、
池
田
周
辺
の
領
地
の
侵
略
を

企
て
始
め
て
い
る
こ
と
、
応
仁
元
年
（
１
４
６
７
）

に
始
ま
っ
た
応
仁
の
乱
の
時
、
室
町
幕
府
の
有
力
者

で
摂
津
守
護
細
川
氏
の
家
来
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、

文
明
元
年
（
１
４
６
９
）
の
史
料
に
池
田
城
と
い
う

名
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
こ
の
推
定
を
補
強

す
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

戦
国
時
代
以
前
の
城
は
、
で
き
る
だ
け
崖が

け

、
谷
、

川
な
ど
と
い
っ

た
自
然
の
要
害

を
う
ま
く
利
用

し
て
築
き
ま
す
。

池
田
城
の
場
合

も
、
城
山
町
の

台
地
と
平
野
部

と
の
境
に
で
き
た
崖
、
杉
ケ
谷
川
に
よ
る
谷
を
利
用

し
、
一
部
堀
を
掘
っ
て
築
い
て
い
ま
す
（
図
１
の
1
）。

城
の
周
り
す
べ
て
を
堀
で
囲
む
よ
り
少
な
い
労
力
で

済
み
、
ま
た
、
崖
、
谷
を
利
用
す
る
方
が
、
堀
以
上

に
防
御
の
効
果
が
期
待
で
き
る
の
で
す
。
た
だ
、
こ

の
場
所
は
重
大
な
欠
点
が
あ
り
ま
す
。
後
方
の
五
月

山
か
ら
は
、
城
の
中
が
丸
見
え
に
な
り
、
攻
撃
す
る

側
か
ら
見
れ
ば
、
池
田
城
の
中
の
防
御
の
様
子
が
手

に
取
る
よ
う
に
分
か
り
ま
す
。
事
実
、
後
述
し
ま
す

が
、
永
禄
11
年
（
１
５
６
８
）
織
田
信
長
が
池
田
城

を
攻
撃
す
る
と
き
、
後
方
の
山
に
陣
を
敷
い
た
と

『
信
長
公
記
』
に
記
し
て
い
ま
す
。

現
在
の
池
田
城
跡
の
場
所
に
築
か
れ
た
の
は
１
４

０
０
年
代
の
前
半
ご
ろ
と
紹
介
し
ま
し
た
が
、
最
初

は
（
図
１
の
1
）
の
よ
う
に
、
主
郭

し
ゅ
か
く

部
分
（
城
の
中

心
・
本
丸
に
相
当
す
る
部
分
）
と
小
さ
な
曲
輪

く
る
わ

（
堀
・

土
塁
な
ど
で
画
さ
れ
た
平
坦
部
分
）
が
取
り
付
い
た

だ
け
の
小
規
模
な
も
の
で
し
た
。
主
郭
の
中
に
は
枯

山
水
風
の
庭
園
（
写
真
右
）
が
造
ら
れ
、
単
に
城
に

籠こ
も

る
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
生
活
の
場
所
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
文
明
19
年
（
１
４
８
７
）

の
『
政
覚
大
僧
正
記
』
に
よ
れ
ば
、
政
覚
ら
僧
侶

そ
う
り
ょ

一

行
が
有
馬
か
ら
帰
る
途
中
に
池
田
城
を
訪
れ
、
庭
、

倉
を
見
て
驚
い
た
と
記
し
て
い
ま
す
。

現
在
の
地
に
築
城

池
田
城
の

構
造
と
変
遷
　
　

池
田
城
が
築
か
れ
た
場
所

最
初
に
築
か
れ
た
姿

図１.池田城の変遷

1

2

3

庭園
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え
ら
れ
ま
す
が
、
池
田
城
が
も
っ
と
も
大
き
く
変
わ

っ
た
の
は
、
永
禄
11
年
（
１
５
６
８
）、
織
田
信
長

の
攻
撃
で
落
城
し
た
後
の
こ
と
で
し
た
（
図
１
の
1
）。

織
田
信
長
は
永
禄
11
年
、
足
利
義
昭
を
擁
し
て

上
洛

じ
ょ
う
ら
く

、
細
川
氏
没
落
後
、
摂
津
に
勢
力
を
張
っ
て
い

た
三
好
氏
を
討
伐
す
る
た
め
攻
め
入
り
ま
し
た
。
摂

津
の
国
人
た
ち
は
信
長
に
寝
返
り
ま
し
た
が
、
池
田

氏
は
籠
城

ろ
う
じ
ょ
う

し
て
抵
抗
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
町
・
城

に
火
を
か
け
ら
れ
て
降
伏
し
、
信
長
の
家
来
に
な
り

ま
し
た
。

家
来
に
な
り
、
城
を
改
修
す
る
時
、
信
長
方
の
築

城
に
用
い
ら
れ
て
い
た
虎
口

こ
ぐ
ち

（
入
り
口
）
を
採
用
し

ま
し
た
。
信
長
方
の
築
城
で
用
い
ら
れ
て
い
た
虎
口

は
、
城
の
中
へ
入
る
道
を
２
度
曲
げ
る
も
の
で
、
そ

れ
ま
で
の
池
田
城
の
虎
口
は
１
度
だ
け
道
を
曲
げ
る

も
の
で
し
た
（
図
２
）。
こ
の
時
の
改
修
で
注
目
さ

れ
る
の
は
、
城
内
に
街
道
を
取
り
込
ん
で
い
る
こ
と

で
す
。
城
の
中
に
人
が
往
来
す
る
街
道
が
通
っ
て
い

る
と
い
う
と
、
少
し
変
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
戦
の
時
に
街
道
を
封
鎖
し
、
敵
の
往
来
を
防

ぐ
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
（
こ
の
街
道
が
城
中
に

入
る
個
所
で
も
道
を
２
度
曲
げ
て
い
る
）。
た
だ
、

街
道
を
取
り
込
む
時
期
は
、
池
田
氏
の
段
階
か
、
後

に
台
頭
す
る
荒
木
村
重
の
段
階
か
、
今
の
と
こ
ろ
明

ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

永
禄
11
年
、
落
城
後
の
主
郭
内
部
の
改
修
の
様
子

が
、
発
掘
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
（
想
像
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こ
の
城
の
防
御
機
能
が
発
達
し
、
ま
た
、
城
域
が

拡
大
す
る
の
は
、
文
明
元
年
（
１
４
６
９
）
以
降
、

数
々
の
攻
撃
、
あ
る
い
は
落
城
を
経
験
し
て
い
く
過

程
で
の
こ
と
で
し
た
。
池
田
城
が
最
初
に
落
城
し
た

の
は
、
応
仁
の
乱
が
起
こ
り
、
池
田
氏
が
東
軍
の
細

川
方
の
家
来
で
あ
っ
た
た
め
、
文
明
元
年
、
西
軍
の

山
名
方
に
つ
い
た
大
内
軍
に
攻
め
ら
れ
て
の
こ
と
で

し
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
時
は
す
ぐ
に
奪
回
し
、
城

の
被
害
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
城
が
大
き
な
被
害

を
受
け
た
の
は
永
正
５
年
（
１
５
０
８
）、
細
川
方

が
分
裂
し
て
細
川
澄
元
と
細
川
高
国
が
争
っ
た
時
、

池
田
氏
が
澄
元
に
つ
い
た
た
め
、
細
川
高
国
の
攻
撃

を
受
け
落
城
し
た
時
で
す
。
発
掘
調
査
で
、
こ
の
落

城
に
よ
る
炭
層
・
焼
土
が
主
郭
に
厚
く
堆
積

た
い
せ
き

し
て
い

る
こ
と
を
確
認
し
て
い
ま
す
。
永
正
５
年
の
落
城
後
、

城
を
復
興
す
る
際
、
主
郭
の
堀
を
広
げ
る
と
と
も
に
、

周
り
に
土
塁
を
設
け
、
ま
た
、
主
郭
の
さ
ら
に
外
側

に
も
堀
を
掘
っ
て
防
御
機
能
を
よ
り
高
め
て
い
ま
す

（
図
１
の
2
）。
永
正
５
年
の
落
城
の
後
も
、
享
禄
４

年
（
１
５
３
１
）
の
細
川
高
国
に
よ
る
再
攻
撃
に
よ

る
落
城
な
ど
で
改
修
の
手
が
加
え
ら
れ
た
も
の
と
考

図
参
照
）。

主
郭
中
央
に
は
、
平
面
が
約
10
c
四
方
の
主
殿
を

中
心
に
、
こ
れ
よ
り
小
さ
い
建
物
や
倉
が
取
り
付
い

て
い
ま
す
。
建
物
の
周
囲
に
は
雨
水
を
処
理
す
る
た

め
の
排
水
溝
（
写
真
右
）
が
あ
り
、
暗
渠

あ
ん
き
ょ

で
堀
の
中

に
流
れ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
主
郭
の
北
・
東
・

南
に
は
土
塁
、
西
側
に
は
柵さ

く

が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

虎
口
は
、
そ
れ
以
前
は
堀
底
か
ら
斜
面
を
上
が
っ
て

内
部
に
入
る
形
態
で
あ
っ
た
も
の
か
ら
、
南
東
隅
を

橋
で
渡
る
形
態
へ
と
変
え
て
い
ま
す
。

城
と
い
え
ば
、
大
阪
城
や
姫
路
城
の
よ
う
に
石
垣

を
持
ち
、
天
守
閣
や
隅
櫓

す
み
や
ぐ
ら

と
い
っ
た
建
物
を
も
つ
近

世
城
郭
が
想
像
さ
れ
が
ち
で
す
が
、
池
田
城
は
近
世

城
郭
と
し
て
発
達
す
る
以
前
の
、
素
堀
や
土
塁
に
囲

ま
れ
内
部
に
屋
敷
を
持
つ
、
戦
国
時
代
に
一
般
的
に

見
ら
れ
る
姿
を
し
て
い
ま
し
た
。〈
続
く
〉

問
い
合
わ
せ
は
社
会
教
育
課
（
1
54
・
６
２
９
５
）

建物跡と排水溝

図２.虎口の変遷

城
の
改
修

主
郭
の
中
の
様
子

街
道
を
城
内
に
取
り
込
む

古段階

新段階

堀

堀

橋
←




