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○
池
田
氏
と
城
を
め
ぐ
っ
て

　
『
新
修
池
田
市
史
』
第
１
巻
に
は
建

武
３
年（
１
３
３
６
）に
初
め
て
池
田

城
が
同
時
代
の
記
録
に
そ
の
名
を
現

わ
し
、
そ
の
後
天て

ん
し
ょ
う

正
２
年（
１
５
７
４
）

荒あ
ら

木き

村む
ら
し
げ重
に
よ
る
廃
城
、
さ
ら
に
は

織
田
信
長
に
よ
る
伊
丹
城
攻
略
ま

で
、
池
田
の
城
を
め
ぐ
る
数
々
の
出

来
事
が
文
献
か
ら
、
ま
た
考
古
学
的

な
発
掘
調
査
か
ら
丹
念
に
追
究
さ

れ
、
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
城
は
、
中
世
池
田
氏
理
解
の
カ
ギ
で

あ
り
、
池
田
氏
の
存
在
は
、
日
本
の
中

世
理
解
の
ヒ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
よ
う

で
す
。
実
際
、
池
田
氏
を
め
ぐ
っ
て
は

歴
代
の
当
主
池
田
氏
と
、そ
の
上
位
に

位
置
し
た
細
川
氏
・
山
名
氏
さ
ら
に
は

三
好
氏
な
ど
室
町
政
権
の
有
力
武
将

と
の
関
わ
り
、
そ
れ
ら
と
絡
ん
だ
池
田

氏
内
部
の
争
い
な
ど
、
複
雑
な
状
況
の

展
開
が
あ
り
ま
し
た
。

　

日
本
の
中
世
を
と
お
し
て
池
田
氏

は
、
実
に
波
乱
に
満
ち
た
戦
い
を
続

け
て
い
ま
す
。
池
田
氏
は
、
一
族
の

分
裂
・
抗
争
も
経
験
し
つ
つ
、
し
た

た
か
に
戦
乱
の
世
を
生
き
抜
い
た
の

で
す
が
、
最
後
に
は
歴
史
の
表
舞
台

か
ら
は
姿
を
消
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

池
田
氏
と
池
田
の
城
に
つ
い
て
は

江
戸
時
代
の
『
池
田
村
絵
図
』

（
１
６
９
７
年
）や
『
穴あ

や
は
の
み
や

織
宮
拾し
ゅ
う
よ
う
き

要
記
』

（
17
世
紀
半
ば
成
立
、
伊い

け

だ
居
太
神
社

蔵
）な
ど
、
地
元
で
も
早
く
か
ら
歴
史

的
興
味
の
対
象
と
な
っ
て
い
ま
し
た

が
、
１
９
９
０
年
前
後
の
頃
は
、『
新

修
池
田
市
史
』
第
１
巻
刊
行
を
は
じ

め
、
考
古
学
的
調
査
と
あ
い
ま
ち
、
そ

の
認
識
が
大
き
く
進
展
し
ま
し
た
。

学
会
か
ら
も
大
き
な
注
目
を
受
け
、
現

在
で
も
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

○
市
場
の
存
在

　
と
こ
ろ
で
、
池
田
の
城
を
め
ぐ
る
攻

防
の
記
録
を
探
っ
て
い
く
と
、
そ
の
中

に
「
市
庭
」
を
焼
く
と
い
っ
た
文
言
が

出
て
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
天て

ん
ぶ
ん文

15
年

（
１
５
４
６
）細
川
氏う

じ
つ
な綱

に
味
方
す
る

池
田
信の

ぶ
ま
さ正
を
細
川
晴は
る
も
と元
が
攻
め
た
と

き
の
こ
と
、『
細ほ

そ
か
わ川
両り
ょ
う
家け

記き

』
に
「
そ

の
日
池
田
へ
取と

り
懸か

け
、
西
の
口
よ
り
一

番
に
三
好
加
助
入
ら
る
ゝ
。
二
番
に

淡
路
衆
・
伊
丹
衆
入
ら
る
ゝ
。
則す

な
わち

市
庭
を
放
火
す
る
也な

り
」
と
あ
り
ま
す
。

　
「
西
の
口
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
お

そ
ら
く
現
在
も
急
な
崖
と
な
っ
て
い

る
城

じ
ょ
う

址し

西
方
の
平
地
の
辺
り
で
し
ょ

う
。
そ
の
広
が
り
は
分
か
り
ま
せ
ん

が
、
そ
こ
に
「
市
庭
」
＝
市
場
が
あ
っ

た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
市
場
は
、
商
品
交
換
や
金
融
活
動
な

ど
の
結
節
点
で
す
。
各
地
に
続
く
街

道
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
え

ば
、
近
世
池
田
の
酒
造
家
と
し
て
大
き

な
存
在
で
あ
っ
た
満
願
寺
屋
も
室
町

時
代
に
は
池
田
で
酒
造
り
が
始
ま
っ
て

い
た
こ
と
を
語
っ
て
い
ま
す
。
周
辺
地

域
で
は
茶
の
栽
培
も
広
が
っ
て
い
ま
し

た
。
金
の
力
を
知
り
、
ま
た
金
満
家
と

し
て
知
ら
れ
た
池
田
氏
に
と
っ
て
、
こ

の
よ
う
な
「
市
庭
」
＝
市
場
は
不
可
欠

な
存
在
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

永え
い

禄ろ
く

11
年（
１
５
６
８
）に
織
田
信

長
が
池
田
を
攻
め
て
池
田
勝か

つ

正ま
さ

を
降

参
さ
せ
た
と
き
、「
大
軍
を
以
て
外そ

と

構
が
ま
え

放
火
せ
ら
れ
、
即
ち
池
田
降
参
」（『
永

禄
記
』）と
あ
る
こ
と
も
、
先
の
天
文

15
年
の
経
験
か
ら
大
事
な
「
市
庭
」

あ
る
い
は
「
町
」
を
曲く

る
わ輪
の
中（
今
回

は
能
勢
街
道
沿
い
か
も
）に
取
り
込
ん

で
お
こ
う
と
し
た
結
果
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
そ
れ
が
焼
か
れ
た
か
ら
城
は

持
ち
切
れ
な
か
っ
た
と
判
断
し
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

○
近
世
社
会
と
の
つ
な
が
り

　

江
戸
時
代
、
池
田
は
商
品
流
通
の

盛
ん
な
在
郷
町
と
し
て
発
展
し
ま

す
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
中
世
に
権
勢

を
ふ
る
っ
た
池
田
氏
は
も
ち
ろ
ん
、
そ

れ
に
代
わ
る
大
名
も
存
在
し
て
い
ま
せ

ん
。
で
は
、「
市
庭
」
＝
市
場
の
商
人

た
ち
は
ど
う
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
も
そ
も
、
室
町
期
か
ら
戦
国
期

に
い
か
な
る
町
が
形
成
さ
れ
、
ど
の

よ
う
な
人
び
と
が
そ
れ
を
支
え
た
の

で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
江
戸
時
代
と

の
関
係
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。
そ
の
つ
な
が
り
、
あ
る
い
は
断

絶
を
知
る
こ
と
は
、
今
後
の
大
き
な

課
題
と
な
っ
て
く
る
と
思
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
）

▲池田城想像復元図

中世池田の城と「市
いちば／いちにわ

庭」
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