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〇
天
正
兵
乱
後
の
ま
ち
の
復
興

　

広
報
い
け
だ
４
月
号
の
記
述
で
も

確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
天
正
６

（
１
５
７
８
）年
の
兵
乱
で
戦
国
期
の

池
田
の
ま
ち
は
、
大
打
撃
を
受
け
ま

し
た
。
荒
木
村
重
の
軍
勢
に
対
し
、

信
長
方
の
武
士
が
池
田
に
進
駐
し

て
、
警
備
を
し
ま
し
た
が
、
戦
後
池

田
氏
の
城
は
復
興
さ
れ
ず
に
放
置
さ

れ
ま
し
た
。
ま
た
、
乱
の
勃
発
と
と

も
に
商
工
業
者
の
多
く
は
難
を
避
け

て
池
田
を
去
り
ま
し
た
。
一
方
、
村

重
が
伊
丹
に
城
を
移
し
て
か
ら
多
く

の
寺
院
は
伊
丹
に
移
さ
れ
た
ま
ま
で

し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
豊
臣
政
権

か
ら
徳
川
政
権
へ
と
移
り
変
わ
る
二
、

三
十
年
の
間
に
池
田
は
商
工
業
を
軸

に
ま
ち
と
し
て
よ
み
が
え
っ
て
き
ま

す
。
問
題
は
、
そ
の
復
興
は
戦
国
期

に
形
成
さ
れ
て
い
た
池
田
の
ま
ち
と

同
じ
構
造
・
性
格
の
ま
ち
の
復
興
だ
っ

た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
ち
な

み
に
戦
国
期
池
田
の
ま
ち
は
、
武
家
・

寺
社
・
商
工
業
者
等
の
そ
れ
ぞ
れ
が

相
対
的
な
権
力
者
と
し
て
、
複
合
的

に
絡
み
合
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
６
月
号
で

の
仮
説
の
提
起
で
し
た
。

　
〇『
新
修
池
田
市
史
』

第
２
巻
の
記
述

　
『
新
修
池
田
市
史
』
第
２
巻
は
近
世

の
歴
史
を
扱
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で

は
、
城じ

ょ
う
し址

を
考
古
学
的
に
発
掘
調
査
し

た
結
果
を
踏
ま
え
て
な
さ
れ
た
第
１
巻

の
記
述
、
す
な
わ
ち
「（
町
屋
は
）本
質

的
に
領
主
池
田
氏
の
存
在
に
左
右
さ
れ

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
」（
第
１
巻

６
７
７
ペ
ー
ジ
）を
踏
ま
え
、「
池
田
の

町ま
ち
ば場

は
城
と
は
関
係
な
く
在ざ

い
ご
う
ま
ち

郷
町（
農

村
部
に
成
立
し
た
商
工
業
集
落
）と
し

て
成
立
し
た
も
の
」（
１
６
０
ペ
ー
ジ
）

と
評
価
し
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
「
在

郷
町
」
と
い
う
側
面
が
一
番
大
事
だ
と

い
う
の
で
す
ね
。

　
し
か
し
、
こ
れ
で
は
戦
国
期
に
は
領

主
や
強
力
な
寺
院
・
神
社
も
あ
っ
た
池

田
の
ま
ち
の
多
様
な
構
造
が
、
豊
臣
政

権
期
か
ら
徳
川
政
権
期
に
か
け
て
変
化

し
た
こ
と
を
見
落
と
す
お
そ
れ
が
あ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
例
え
ば
、
伊
居
太
神
社
は
、
か
つ
て

の
小
権
力
者
と
し
て
の
そ
の
自
立
性
の

復
活
を
め
ざ
す
と
い
う
よ
り
も
、
豊
臣

秀
頼
の
支
配
に
よ
る
復
興
を
受
け
入
れ

て
い
ま
す（
こ
の
跡
は
今
も
同
神
社
が

保
存
す
る
擬ぎ

ぼ

し
宝
珠
に
彫
り
込
ま
れ
た
文

字
に
も
示
さ
れ
て
い
ま
す
）。

　
ま
た
、
商
工
業
者
に
つ
い
て
は
具
体

的
な
姿
を
語
る
史
料
が
乏
し
い
の
で
す

が
、
慶
長
19（
１
６
１
４
）年
大
坂
冬
の

陣
の
と
き
、
奈
良
盆
地
と
大
阪
平
野
を

結
ぶ
暗

く
ら
が
り
と
う
げ
峠
に
陣
取
っ
た
徳
川
家
康
の

も
と
に
池
田
村
の
庄
屋
ら
が
見
舞
に
酒

樽
を
持
参
し
、
ま
ち
へ
の
「
禁
制
」
と

家
康
の
朱
印
を
貰
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
た
め
、
遅
く
と
も
17
世
紀

初
頭
の
こ
ろ
に
は
商
工
業
が
復
活
し
、

業
者
ら
は
大
き
な
権
力
者
の
秩
序
に
組

み
込
ま
れ
る
こ
と
を
受
け
入
れ
て
い
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

〇
広
い
視
野
に
立
っ
た
検
討
を

　
『
新
修
池
田
市
史
』
第
２
巻
で
は
「
在

郷
町
池
田
の
成
立
は
、
池
田
周
辺
地
域

の
農
民
た
ち
が
独
立
自
営
の
農
業
経
営

者
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
歴
史
的
メ
モ

リ
ア
ム
で
も
あ
り
、
全
国
的
に
も
農
民

自
立
が
最
も
早
く
す
す
ん
だ
地
域
の
証

明
で
も
あ
っ
た
」
と
も
述
べ
て
い
ま
す

（
１
６
２
ペ
ー
ジ
）。

　
し
か
し
、
近
世
に
先
立
つ
中
世
～
戦

国
期
に
お
け
る
近
郊
地
域
で
の

農
業
的
発
展（
農
民
の
自
立
）

や
池
田
の
ま
ち
と
の
関
係
は
第

１
巻
で
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ

て
い
ま
せ
ん
。
も
し
第
2
巻
の

記
述
の
通
り
と
す
る
な
ら
ば
、

中
世
荘
園
制
の
進
行
す
る
な

か
、
池
田
近
郊
の
農
業
的
発
展

の
姿
お
よ
び
そ
れ
と
池
田
の
ま
ち
形
成

と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
し
ょ

う
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
の
持
つ
第
一
義

的
な
重
要
性
も
示
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

　
近
世
初
頭
、
池
田
の
ま
ち
の
復
興
と

い
っ
た
と
き
、
中
世
的
ま
ち
の
複
合
的

構
造
の
断
絶
な
い
し
変
革
を
見
落
と
さ

ず
、
ま
た
他
面
で
は
周
辺
農
村
の
経
済

的
発
展
に
よ
る
在
郷
町
的
性
格
の
形
成

と
そ
の
継
続
を
、
史
料
を
踏
ま
え
具
体

的
・
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
大
事

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
後
は
、
広

い
視
野
に
立
っ
た
検
討
、
例
え
ば
伊
丹

な
ど
近
隣
他
地
域
の
事
例
も
含
め
た
史

料
調
査
と
時
代
を
こ
え
た
総
合
的
な
検

討
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
こ
と
で
し
ょ

う
。

（
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

※
『
新
修
池
田
市
史
』『
池
田
市
史
』

史
料
編
各
巻
1
0
0
0
円
で
販
売
中

（
別
巻
の
み
5
0
0
円
）

戦国期池田のまちから近世池田のまちへ

▲現在の伊居太神社の擬宝珠
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