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○
金
満
家
池
田
氏

『
新
修
池
田
市
史
』第
１
巻
で
は
池

田
氏
の
当
主
充
政
の
金き

ん
ま
ん満

家か

ぶ
り
が
京

都
相し

ょ
う
こ
く国

寺じ

の
蔭い

ん
り
ょ
う
け
ん

涼
軒
季き

瓊け
い

真し
ん
ず
い蘂

の
日

記
を
通
し
て
語
ら
れ
て
い
ま
す
。15
世

紀
半
ば
の
文
正
元
年（
１
４
６
６
）、１

カ
月
の
利
息
が
千
貫
文
、
１
年
で

１
万
２
千
貫
文
、１
年
で
米
１
万
石
を

得
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。

池
田
氏
の
出
自
は
謎
に
包
ま
れ
て
い

ま
す
。な
ぜ
、ま
た
、い
つ
か
ら
池
田
氏

と
名
乗
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。さ
ら
に

池
田
が
本
拠
地
だ
と
し
て
も
、い
つ
か

ら
、な
ぜ
そ
こ
を
池
田
と
称
し
た
の
で

し
ょ
う
か
。

残
念
な
こ
と
で
す
が
、こ
れ
ら
は
史

料
が
な
い
た
め
、決
定
的
な
こ
と
は
誰

に
も
分
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、荘
園
の

本
所
や
領
家
と
い
わ
れ
る
古
代
王
権
の

権
威
に
支
え
ら
れ
た
強
い
力
に
屈
せ
ぬ

力
を
身
に
付
け
、自
ら
の
力
を
も
と
に

徐
々
に
地
域
へ
の
支
配
を
伸
ば
し
て

い
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
す
。

○
拡
大
す
る
支
配
地
域
　

　
池
田
氏
は
、
13
世
紀
後
期
に
は
現
在

の
池
田
市
域
に
あ
る
鉢
塚
や
神
田
に
記

録
を
残
し
、
勝
尾
寺
と
の
関
係
も
強
め

て
い
ま
し
た
。
建
武
３
年（
１
３
３
６
）

10
月
５
日
の
平

た
い
ら
の
く
に国

茂も
ち
ぐ
ん
ち
ゅ
う
じ
ょ
う

軍
忠
状
で
は
、

「
池
田
城
」
の
存
在
も
見
え
て
い
ま
す

（
前
号
）。

　
さ
ら
に
、
14
世
紀
半
ば
の
貞
治
２
年

（
１
３
６
３
）５
月
２
日
に
は
、
将
軍
足

利
義よ

し
あ
き
ら詮

の
御み

教き
ょ
う
じ
ょ書

を
盾
に
池い

け

田だ

弾だ
ん
じ
ょ
う正

蔵く
ら
ん
ど人
親ち

か
ま
さ正
が
、
猪
名
川
の
対
岸
川
辺
郡

賀
茂
村
に
お
い
て
守
護
赤
松
光み

つ
の
り範

の

半は
ん
ぜ
い済

預
か
り
人
と
な
り
、
実
質
的
な
支

配
権
を
手
に
入
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ

ろ
池
田
親
正
は
守
護
の
被
官
と
な
っ
て

い
た
の
で
す
。

　
さ
て
、
池
田
氏
が
強
引
と
も
い
え
る

手
法
で
勢
力
を
伸
ば
し
て
い
く
の
は
15

世
紀
も
半
ば
、
池
田
充み

つ
ま
さ政
の
時
代
で
し

た
。
い
ま
史
料
で
確
認
で
き
る
地
域
を

列
挙
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
充
政
は
、
文
安
４
年（
１
４
４
７
）11

月
に
は
興
福
寺
領
の
垂
水
荘
西
牧
の

桜
井
郷
の
代
官
請
け
を
所
望
し（「
建

内
記
」）、
翌
年
８
月
に
は
左
大
臣
鷹
司

家
領
で
あ
っ
た
細
川
荘
を
代
官
請
け
と

し
て
い
ま
す（「
康
富
記
」）。

　
引
き
続
い
て
寛
正
２
年（
１
４
６
１
）

５
月
に
は
興
福
寺
領
垂
水
荘
西
牧
の

原
田
荘（
原
田
郷
）で
代
官
請
け
を
求

め
、
翌
月
に
は
垂
水
荘
西
牧
南
郷
の
桜

井
荘（
郷
）で
同
じ
こ
と
を
求
め
て
い
ま

す
。

　
興
福
寺
は
、
垂
水
牧
に
対
す
る
権
利

の
復
活
を
求
め
、
幕
府
に
訴
え
、
さ
ら

に
い
ろ
い
ろ
な
行
動
に
出
よ
う
と
し
て

い
ま
す
が
、
充
政
は
手
下
の
者
に
、
興

福
寺
の
儀
を
守
る
者
は
「
池
田
を
そ
む

く
る
衆
と
し
て
皆
以
て
生
害
な
す
」
と

ま
で
言
わ
せ
て
い
ま
す
。

○
金
銭
の
力

　
　

　

も
ち
ろ
ん
、
池
田
氏
は
、
武
力
も

持
っ
て
い
ま
し
た
。「
後ご

法ほ
う
こ
う興

院い
ん

記き

」

に
は
、
応
仁
元
年（
１
４
６
７
）５
月
16

日
細
川
勝
元
の
招
き
に
よ
っ
て
「
摂
州

国
民
」
池
田
充
政
が
上
洛
し
た
と
き
の

様
子
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
池
田
は
、

細
川
の
被
官
な
り
と
し
て
、「
馬
上

一
二
騎
、
野
武
士
千
人
ば
か
り
」
を
引

き
連
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
す
。

　
馬
上
12
騎
と
い
う
の
が
、
池
田
氏
と

彼
が
信
頼
し
た
家
臣
な
の
で
し
ょ
う
。

し
か
し
野
武
士
千
人
と
い
う
の
は
、
興

味
深
い
で
す
。
そ
れ
が
安
定
的
な
家
臣

の
組
織
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
。
も
っ

と
も
、
こ
の
時
期
池
田
氏
自
身
、
管
領

細
川
氏
に
付
い
た
り
、
そ
れ
と
対
抗
し

た
大
内
氏
に
付
い
た
り
で
、
帰き

趨す
う

は
定

か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
池
田
氏
の
力
は

大
き
く
、
そ
の
背
後
に
は
金
銭
の
力
が

あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
15
世
紀
半

ば
、
す
な
わ
ち
応
仁
の
乱
前
後
、
池
田

氏
は
、
先
に
挙
げ
た
桜
井
郷
や
原
田
郷

で
も
そ
う
で
す
が
、
経
営
に
困
っ
た
荘

官
ら
に
金
銭
を
貸
し
付
け
、
そ
れ
を

梃て

こ子
に
荘
園
を
横
領
し
て
い
っ
た
の
で

す
。
記
録
が
い
く
つ
も
残
っ
て
い
ま
す
。

　
池
田
氏
は
、
金
銭
を
増
や
し
、
そ
の

力
で
荘
園
制
度
を
突
き
崩
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
ま
で（
☎︎
７
５
４・
６
６
７
４
）

中世、池田氏の勢力拡大

▲池田充政像(大広寺蔵)
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