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が
、
村
重
に
と
っ
て
や
り
や
す
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
、
と
想
像
さ
れ
ま
す
。

も
う
一
つ
の
理
由
は
、
池
田
の
地
理
的

な
要
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
伊
丹
は
西
摂
平
野
の
中
心
に
位
置
し
、

当
時
の
幹
線
道
で
あ
る
西
国
街
道
に
も
接

し
、
大
阪
湾
も
比
較
的
近
く
に
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
池
田
は
西
国
街
道
か
ら
離
れ
、

西
摂
平
野
の
中
で
は
大
阪
湾
か
ら
最
も
奥

ま
っ
た
位
置
に
あ
り
ま
す
。
一
方
、
村
重

配
下
の
摂
津
国
の
武
将
に
つ
い
て
見
る
と
、

摂
津
国
の
東
端
に
位
置
す
る
高
槻
城
に
高

山
右
近
、
茨
木
城
に
中
川
清
秀
、
南
の
尼

崎
城
に
は
村
重
の
嫡
子
村
次
、
西
端
の
花

隈
城
（
神
戸
市
）
に
荒
木
村
正
を
配
置
し

て
い
ま
す
（
右
図
）。

〈
６
面
へ
続
く
〉

塁
で
囲
む
と
い
っ
た
「
総
構
え
」
を
行
い
、

そ
の
中
に
町
屋
、
武
士
居
住
区
の
区
分
を

明
確
に
し
た
、
近
世
城
下
町
の
初
源
的
形

態
を
有
す
る
も
の
で
し
た
。
村
重
の
町
づ

く
り
は
、
町
へ
の
支
配
を
貫
徹
さ
せ
、
総

構
え
に
よ
っ
て
防
御
を
よ
り
頑
丈
な
も
の

に
す
る
た
め
で
し
た
（
後
に
信
長
が
有
岡

城
を
落
と
す
の
に
１
年
も
要
し
た
の
は
、

こ
の
総
構
え
の
た
め
で
す
）。

で
は
、
村
重
は
な
ぜ
池
田
で
こ
う
し
た

町
づ
く
り
を
行
わ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。『

細
川
両
家
記
』
天
文
18
年
（
１
５
４

９
）
に

と
あ
り
ま
す
。
こ
の
記
載
か
ら
、
池
田
に

は
以
前
か
ら
「
市
庭
」
す
な
わ
ち
「
市
」

が
開
か
れ
る
町
屋
が
あ
り
、
一
方
、
伊
丹

に
は
「
市
庭
」
の
記
載
が
見
ら
れ
な
い
こ

と
か
ら
、
町
屋
と
し
て
の
広
が
り
が
小
さ

か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

市
の
開
か
れ
る
場
所
は
、
だ
れ
の
支
配

か
ら
も
侵
さ
れ
な
い
「
公
界
」
す
な
わ
ち

自
由
な
場
で
あ
り
、
本
来
、
領
主
の
支
配

権
が
及
ば
な
い
場
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
（
小
島
道
裕
「
戦
国
城
下
町
の
構

造
」『
日
本
史
研
究
』２
５
７
号
）。恐
ら
く
、

既
に
町
屋
が
広
が
っ
て
い
た
池
田
に
比
べ
、

町
屋
が
比
較
的
小
さ
く
、
集
落
が
散
在
し

て
い
た
伊
丹
で
町
づ
く
り
を
展
開
す
る
方

荒
木
村
重
は
丹
波
波
多
野
一
族
の
出
身

と
言
わ
れ
、
父
の
高
村
と
と
も
に
池
田
氏

に
仕
え
て
い
ま
し
た
。
永
禄
年
間
（
１
５

５
８
〜
７
０
）、
城
主
池
田
勝
正
の
こ
ろ
、

村
重
は
力
を
つ
け
は
じ
め
、
や
が
て
「
池

田
二
十
一
人
衆
」
の
一
人
に
ま
で
な
り
ま

し
た
。

元
亀
元
年
（
１
５
７
０
）、
池
田
氏
が

信
長
の
家
臣
と
し
て
各
地
を
転
戦
さ
せ
ら

れ
て
い
た
こ
ろ
、
反
信
長
派
の
「
池
田
二

十
一
人
衆
」
が
信
長
派
「
池
田
四
人
衆
」

の
う
ち
２
人
を
殺
害
、
勝
正
を
追
放
す
る

と
い
う
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
こ
し
ま
す
。
こ

の
ク
ー
デ
タ
ー
で
村
重
は
池
田
を
支
配
下

に
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
の
後
村
重
は
、
高
槻
の
和
田
氏
、
茨

木
の
茨
木
氏
を
滅
ぼ
し
、
さ
ら
に
信
長
に

取
り
入
っ
て
室
町
幕
府
滅
亡
に
功
を
挙
げ

て
「
摂
津
守
」
に
任
じ
ら
れ
る
ま
で
に
な

り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
天
正
２
年
（
１
５

７
４
）
伊
丹
城
を
落
と
し
、
こ
こ
を
有
岡

城
と
改
め
て
居
城
に
し
た
た
め
、
池
田
城

は
廃
城
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
ち
な

み
に
、『
中
書
家
久
公
御
上
京
日
記
』
の

天
正
３
年
４
月
に
「（
略
）
亦
左
方
に
池

田
と
い
へ
る
城
有
り
。
今
は
わ
り
て
捨
て

ら
れ
候
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
こ
の
こ

ろ
に
は
池
田
城
は
廃
城
の
状
態
に
な
っ
て

い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

村
重
は
伊
丹
へ
移
っ
た
後
、
城
の
改
修

と
と
も
に
伊
丹
の
町
づ
く
り
を
行
い
ま
す
。

そ
れ
は
城
と
と
も
に
町
の
周
囲
も
堀
・
土

荒
木
村
重
の
台
頭

な
ぜ
池
田
城
か
ら
伊
丹
城
へ

移
っ
た
の
か

２
月
１
日
号
に
引
き
続
き
、
戦
国
時
代
に
栄
枯
盛
衰
を
物
語
る
ド
ラ
マ
の

舞
台
と
な
っ
た
、
池
田
城
の
様
子
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

3
池
田
城
は
な
ぜ

な
く
な
っ
た
の
か
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「
一
、
同
正
月
廿
四
日
宗
三
、
多
田
衆

引
催
候
て
池
田
、
市
庭
放
火
す

る
な
り

一
、
同
二
月
十
二
日
に
越
水
よ
り
伊

丹
へ
取
懸
。
近
郷
放
火
さ
せ
ら

れ
け
り
」

【
摂
津
国
の
城
郭
位
置
図
】

荒
木
村
重

（『
太
平
記
英
勇
伝
』、
伊
丹
市
立
博
物
館
蔵
）
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す（
藤
木
久
志『
戦

国
史
を
み
る
目
』

校
倉
書
房
）。
こ

れ
ら
の
事
例
か
ら
、

も
し
か
し
た
ら
、

池
田
城
に
あ
る
広

い
ス
ペ
ー
ス
は
、

戦
の
時
、
池
田
の

町
の
住
民
た
ち
が

籠
る
場
所
と
し
て

機
能
し
て
い
た
の

で
は
な
い
か
と
推

定
さ
れ
ま
す
。

前
に
、
領
主
は
市
の
立
つ
町
屋
に
支
配

が
及
ん
で
い
な
か
っ
た
と
述
べ
ま
し
た
が
、

あ
る
い
は
、
そ
こ
に
は
支
配
・
非
支
配
と

い
う
強
い
上
下
関
係
で
は
な
く
、
町
屋
の

住
民
か
ら
す
れ
ば
、
税
ま
た
は
城
普
請
を

負
担
す
る
が
、
領
主
は
そ
の
見
返
り
と
し

て
住
民
を
守
る
義
務
を
負
う
、
と
い
う
対

等
な
関
係
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と

思
わ
れ
ま
す
。

以
上
、
２
月
１
日
号
に
引
き
続
き
、
池

田
城
に
つ
い
て
、
発
掘
調
査
の
成
果
や
記

録
か
ら
想
像
を
交
え
て
記
し
て
み
ま
し
た
。

池
田
城
跡
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ま
だ
分
か

ら
な
い
こ
と
が
多
く
あ
り
、
今
後
の
発
掘

調
査
な
ど
で
徐
々
に
で
は
あ
り
ま
す
が
、

明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
こ
と
と
思
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
は
社
会
教
育
課
（
1
54
・

６
２
９
５
）

伊
丹
の
位
置
と
各
部
将
の
配
置
を
見
る

と
、
安
土
の
織
田
信
長
を
牽け

ん

制
し
、
当
時
、

海
上
ル
ー
ト
で
信
長
と
敵
対
し
て
い
た
毛

利
氏
と
つ
な
が
り
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ま

す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
後
に

村
重
が
信
長
を
裏
切
る
た
め
結
果
論
に
は

な
り
ま
す
が
、
村
重
は
「
摂
津
守
」
に
任

じ
ら
れ
、
厚
い
信
任
を
受
け
て
い
た
も
の

の
、
信
長
を
油
断
な
ら
な
い
存
在
と
し
て

見
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
言
い
換
え
る

と
、
信
長
を
念
頭
に
置
い
て
摂
津
の
防
御

を
固
め
る
た
め
だ
っ
た
と
想
像
さ
れ
ま
す
。

村
重
が
伊
丹
へ
移
っ
た
理
由
は
は
っ
き

り
し
ま
せ
ん
が
、
こ
う
し
た
想
像
は
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。

天
正
６
年
（
１
５
７
８
）、
村
重
は
信

明
す
る
資
料
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
後
の
調

査
研
究
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
べ
き
課
題
と
い

え
ま
す
。

城
に
は
池
田
氏
と
そ
の
家
来
が
籠
る
の

は
当
然
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
が
、
果
た

し
て
そ
れ
だ
け
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

右
図
を
見
る
と
、
城
主
の
い
た
主
郭
に
城

主
と
そ
の
一
族
、
有
力
家
臣
た
ち
が
た
て

籠
る
の
は
予
想
が
つ
く
の
で
す
が
、
城
域

の
東
と
南
に
あ
る
ス
ペ
ー
ス
が
主
郭
以
上

に
広
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
何
の
た
め
な

の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
こ
と
を
考
え
る
の
に
、
参
考
に
な

る
事
例
が
あ
り
ま
す
。
関
東
の
例
で
す
が
、

豊
臣
秀
吉
が
城
を
攻
撃
し
た
時
の
様
子
を

記
し
た
文
書
に
「（
敵
の
）
城
の
中
に
は

町
人
、
百
姓
、
女
し
か
い
な
い
」
と
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
当
時
日
本
に
来
て
い
た
宣

教
師
は
「
日
本
で
は
、
戦
が
あ
っ
た
と
き
、

町
人
や
百
姓
ら
は
城
へ
逃
げ
る
し
か
助
か

る
方
法
は
な
か
っ
た
」
と
報
告
し
て
い
ま

長
と
敵
対
し
て
い
た
本
願
寺
と
手
を
結
び

ま
す
。
怒
っ
た
信
長
は
村
重
を
討
伐
す
る

た
め
、
有
岡
城
に
包
囲
網
を
敷
き
、
自
ら

「
古
池
田
」
に
陣
を
敷
い
た
と
『
信
長
公

記
』
に
あ
り
ま
す
。
発
掘
調
査
に
よ
れ
ば
、

主
郭
の
最
後
は
建
物
が
な
く
な
り
、
中
央

を
東
西
に
堀
を
掘
っ
て
、
主
郭
を
南
北
二

つ
の
曲
輪

く

る

わ

に
分
け
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ

れ
は
、
主
郭
の
防
御
を
さ
ら
に
高
め
る
と

と
も
に
、
少
な
い
人
員
で
も
防
御
が
可
能

と
な
る
構
造
で
、
既
に
廃
城
に
な
っ
て
い

た
池
田
城
、
す
な
わ
ち
「
古
池
田
」
に
手

を
加
え
て
陣
を
敷
い
た
時
の
姿
を
示
し
て

い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
伊
丹
で
は
村

重
に
よ
り
総
構
え
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま

た
久
宝
寺
（
八
尾
市
）
や
富
田
林
な
ど
、

寺
を
中
心
に
発
達
し
た
畿
内
の
寺
内
町
は
、

古
く
か
ら
町
の
周
り
を
堀
や
土
塁
で
囲
ん

で
い
ま
し
た
。
で
は
、
池
田
に
も
総
構
え

が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

『
信
長
公
記
』
に
よ
れ
ば
、
永
禄
11
年

（
１
５
６
８
）、
信
長
が
池
田
城
を
攻
撃
す

る
時
、
町
に
火
を
つ
け
た
こ
と
が
落
城
の

契
機
に
な
っ
て
い
ま
す
。
町
を
突
破
す
る

こ
と
が
落
城
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
な
ら
、

池
田
に
も
総
構
え
が
あ
っ
た
可
能
性
も
あ

る
の
で
す
が
、
今
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
証

再
び
池
田
城
が
登
場

池
田
に
も
総
構
え
が

あ
っ
た
か
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4
池
田
城
と
町
屋

城
に
は
だ
れ
が
籠こ

も

る
の
か

【
主
郭
の
変
遷
】

【池田城の城域】




