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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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○
牡ぼ

丹た
ん

花か

肖し
ょ
う

柏は
く

　

応
仁
元
年（
１
４
６
７
）か
ら
文
明

９
年（
１
４
７
７
）ま
で
京
都
を
主
な

戦
場
と
し
た
応
仁
の
乱
以
後
、
朝
廷

や
幕
府
を
中
心
と
す
る
旧
来
の
秩
序

は
大
き
く
揺
ら
ぎ
、
各
自
が
力
に
も

の
を
言
わ
せ
る
世
に
変
わ
っ
て
い
き

ま
す
。

　

公
家
の
中

な
か
の
い
ん院
通み
ち
あ
つ淳
の
子
牡
丹
花
肖

柏
は
、
和
歌
と
連
歌
の
名
手
で
し

た
。
宗そ

う

祇ぎ

か
ら
古
今
伝
授
を
受
け
、

宗
祇
・
宗そ

う

長ち
ょ
うと
と
も
に
「
水
無
瀬
三

吟
百
韻
」
を
吟
じ
、
ま
た
「
新し

ん
せ
ん撰

菟つ

く

ば
玖
波
集し
ゅ
う」

の
撰
に
も
携
わ
っ
て
い

ま
す
。

　

彼
は
、
争
い
の
世
を
逃
れ
、
酒
・

香
・
花
を
愛
し
、
夢む

庵あ
ん
・
弄ろ
う

花か

軒け
ん

と

も
号
し
て
一
生
を
送
ろ
う
と
し
た
の

で
す
。
こ
の
よ
う
な
彼
が
着
目
し
た

の
が
北
摂
池
田
の
地
で
し
た
。
文
明

14
年（
１
４
８
２
）２
月
２
日
に
池
田

正ま
さ

種た
ね

邸
で
催
し
た
「
何な
に
ひ
と人
百ひ
ゃ
く

韻い
ん

連れ
ん

歌が

」
を
は
じ
め
と
し
て
、
池
田
同
名

衆
と
同
席
し
た
連
歌
会
を
そ
の
後
何

度
も
持
ち
、
永
正
10
年（
１
５
１
３
）

に
近
い
こ
ろ
に
は
「
津
の
国
猪い

な

の
名
野

の
わ
た
り
に
庵
を
結
び
て
夢
と
号
し
、

み
ず
か
ら
牡
丹
花
を
名
と
せ
り
」（
三

愛
記
）と
自
ら
の
随
想
文
に
記
し
て
い

ま
す
。

○
連
歌
会
を
楽
し
む

　
摂
津
国
人

　

牡
丹
花
肖
柏
は
み
や
こ
を
離
れ
た

池
田
を
愛
し
ま
し
た
が
、
池
田
氏
や

そ
の
同
名
衆
あ
る
い
は
能
勢
氏
・
伊

丹
氏
な
ど
周
辺
の
国
人
衆
も
ま
た
牡

丹
花
肖
柏
や
、
同
じ
く
連
歌
師
と
し

て
名
を
成
し
て
い
た
宗
祇
・
招
月
庵

正し
ょ
う
広こ
う
な
ど
を
歓
迎
し
て
い
ま
す
。
な

か
で
も
池
田
氏
の
一
統
に
は
連
歌
に

傾
倒
す
る
人
の
数
も
多
く
、
熱
心
で

し
た
。
彼
ら
は
、
み
や
こ
か
ら
離
れ

た
池
田
や
そ
の
周
辺
に
住
み
な
が
ら
、

み
や
こ
の
文
化
で
あ
っ
た
和
歌
や
連

歌
を
愛
し
、
そ
の
導
き
手
・
宗そ

う

匠し
ょ
うと

も
い
う
べ
き
肖
柏
を
心
か
ら
も
て
な

し
て
い
た
の
で
す
。

　

摂
津
国
人
の
多
く
は
、
連
歌
や
和

歌
に
興
味
を
惹
か
れ
、
歌
の
力
を
磨

き
、
愛
好
者
と
な
っ
て
い
た
の
で
す
。

し
か
し
、
連
歌
は
、
単
な
る
遊
び
で

は
な
く
、
宗
教
的
・
信
仰
的
要
素
が

あ
る
と
『
新
修
池
田
市
史
』
第
１
巻

で
は
語
っ
て
い
ま
す（
６
４
２
頁
）。

永
正
６
年（
１
５
０
９
）に
作
ら
れ
た

「
池
田
千
句
」
を
あ
げ
て
み
ま
し
ょ

う
。
こ
れ
は
室
町
幕
府
の
管
領
細
川

家
の
争
い
と
関
わ
る
中
で
池
田
氏
の

実
権
を
握
り
、
跡
を
継
い
だ
池
田
正

盛（
性

し
ょ
う
繁ば
ん

）が
主
催
し
た
連
歌
会
の
記

録
で
す
。
こ
の
中
で
肖
柏
の
発
句

　

春
の
花　

い
は
ゝ
心
の
千ち

し
ほ
哉か
な

に
対
し
、
性
繁
は

　

柳
こ
き
ま
せ
来
ぬ
る
鶯

と
つ
け
て
い
ま
す
。『
市
史
』
第
１
巻

で
は
こ
の
「
池
田
千
句
」
は
没
落
し

た
前
当
主
貞さ

だ
ま
さ正
一
統
へ
の
鎮
魂
の
祈

り
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
語
ら

れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
え
ば
何
と
な

く
そ
う
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

○
下
剋
上
と
文
化

　

連
歌
は
雅
な
文
化
的
行
為
で
あ

り
、
み
や
こ
の
文
化
そ
の
も
の
で
あ
っ

た
か
ら
、
み
や
こ
に
あ
こ
が
れ
た
北

摂
国
人
衆
に
歓
迎
さ
れ
た
と
も
い
え

ま
す
。
ま
た
、
上
の
句
・
下
の
句
を

続
け
て
い
く
集
団
的
な
創
造
活
動
の

中
で
思
わ
ぬ
場
面
の
展
開
が
あ
り
、

そ
れ
が
興
味
を
呼
ん
だ
と
い
う
側
面

も
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
連
歌
は
と
き
に
は
一
族

の
内
部
で
争
わ
ね
ば
な
ら
な
い
時
代

に
お
い
て
、
同
じ
志
を
有
す
る
仲
間

同
士
の
精
神
的
な
絆
を
固
め
る
手
段

で
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

下
剋
上
の
世
ま
で
そ
う
遠
く
な
い

時
期
を
迎
え
て
い
ま
し
た
。
北
摂
池

田
に
お
い
て
も
、
細
川
氏
の
家
臣
で

あ
っ
た
三み

好よ
し

長な
が
よ
し慶
の
台
頭
と
絡
ん
だ

政
局
の
転
換
、
ま
た
池
田
氏
の
家
臣

で
あ
っ
た
荒
木
村む

ら
し
げ重

の
台
頭
が
あ
り
、

や
が
て
織
田
信
長
の
勢
力
が
増
大
す

る
中
で
池
田
氏
の
没
落
は
避
け
ら
れ

ま
せ
ん
で
し
た
。

　

た
だ
、
こ
の
よ
う
な
中
で
も
連
歌

に
代
表
さ
れ
る
文
化
活
動
の
根
は
枯

れ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

荒
木
村
重
が
茶
道
に
秀
で
た
人
物
で

あ
っ
た
こ
と
も
、
単
な
る
偶
然
で
な

か
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（
☎
７
５
４・６
６
７
４
）

和歌と連歌ーみやこの文化と摂津国人たちー　

▲牡丹花肖柏木像（大広寺蔵）
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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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○「
天
正
の
兵
乱
」

　

戦
国
時
代
、
池
田
の
「
市

い
ち
ば
／
い
ち
に
わ

庭
」

（
市
場
）は
天
文
15
年（
１
５
４
６
）と

永
禄
11
年（
１
５
６
８
）の
２
回
に
わ

た
る
戦い

く
さで

放
火
さ
れ
、
ま
た
、
天
正
６

年（
１
５
７
８
）に
は
荒
木
村
重
の
織

田
信
長
へ
の
反
逆
に
伴
っ
て
伊い

け

だ
居
太

神
社
な
ど
が
焼
き
討
ち
さ
れ
ま
す
。
伊

居
太
神
社
に
残
る
『
穴あ

や
は
の
み
や
し
ゅ
う
よ
う
き

織
宮
拾
要
記

本
』
に
は
、
天
正
６
年
の
「
兵
乱
」
に

遭
っ
た
同
神
社
神
主
な
ど
の
体
験
が

生
々
し
く
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

荒
木
方
の
軍
勢
が
こ
の
年
10
月
28

日
「
空
曇
り
た
る
日
暮
れ
方
、
伊
丹
よ

り
賀か

も茂
栄さ

か

根ね

村む
ら（

川
西
市
）栄え

い

根こ
ん

寺じ

へ

火
を
掛
け
」
た
の
で
す
。
神
主
は
驚
い

て
、
神
社
の
「
御
神
体
を
守
り
出
し
」、

西
の
方
の
松
の
木
の
根
に
隠
し
ま
す
。

そ
こ
へ（
軍
勢
が
）「
は
や
大
勢
来
る
」

の
で
す
。
家
来
と
妻
子
36
人
、
神
社
の

記
録
を
皮か

わ
籠ご

に
二
つ
背
負
い
、
山
越
え

に
能
勢
大お

お
ざ
と里（
能
勢
町
）へ
逃
げ
る
の

が
や
っ
と
で
し
た
。

　
さ
て
、
そ
の
三
日
後
様
子
を
見
に
池

田
に
帰
っ
て
く
る
と
、
御
神
体
は
無
事

で
し
た
が
、
御
殿
は
す
べ
て
焼
け
、
森

も
焼
け
て
し
ま
い
、
大
里
か
ら
米
を
少

し
ず
つ
取
り
寄
せ
、
焼
け
残
り
の
木
で

仮
小
屋
を
建
て
る
始
末
。
住
人
の
中

に
は
雨
が
降
る
と
長な

が
櫃び
つ
の
横
に
か
が
ん

で
避
け
る
人
も
い
ま
し
た
。

 

〇
寺
院・神
社
の
焼
き
払
い

　
こ
の
と
き
荒
木
村
重
は
、
伊
居
太
神

社
の
み
な
ら
ず
、
摂
津
国
一
円
の
有
力

な
寺
社
を
残
ら
ず
焼
き
払
っ
て
い
ま

す
。
池
田
市
内
や
そ
の
周
辺
地
域
で

は
、
中
山
寺
・
清せ

い
ち
ょ
う
じ

澄
寺
・
満
願
寺
・
多

田
院
・
久
安
寺
・
勝
尾
寺
・
箕
面（
瀧

安
寺
の
こ
と
か
）な
ど
が
あ
り
ま
し

た
。『
穴
織
宮
拾
要
記
本
』
は
、「
こ
の

と
き
よ
り
当
国
の
寺
社
領
落
る
也
」
と

記
し
て
い
ま
す
。

　
鎌
倉
時
代
以
後
、
た
と
え
ば
勝
尾
寺

な
ど
有
力
な
寺
院
に
田
畑
を
寄
進
し
、

自
身
や
一
族
の
後ご

し
ょ
う
あ
ん
の
ん

生
安
穏
を
頼
む
文

書
は
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
ま
す
。
当

時
、
そ
う
し
た
寺
院
や
神
社
は
、
強
大

な
武
家
の
力
を
も
っ
て
し
て
も
簡
単
に

つ
ぶ
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
れ
だ
け
大
き
な
権
威
と
財
政
力
を

持
っ
て
い
ま
し
た
。
天
正
６
年
荒
木
村

重
の
一
挙
は
そ
う
し
た
寺
社
の
存
立
基

盤
を
奪
い
去
っ
た
の
で
す
。

　
荒
木
村
重
は
、
池
田
氏
や
塩
川
氏
・

能
勢
氏
・
伊
丹
氏
と
い
っ
た
強
大
な
土

豪
勢
力
と
は
違
う
、
さ
ら
に
強
大
な
実

力
を
持
っ
て
い
た
事
実
を
考
え
る
べ
き

で
し
ょ
う
。
実
際
、『
穴
織
宮
拾
要
記

本
』
に
は
、
荒
木
村
重
が
天
正
２
年

（
１
５
７
４
）伊
丹
に
拠
点
を
移
し
た
と

き
、
池
田
の
大
広
寺
・
本
養
寺
の
二に

か

寺じ

を
伊
丹
に
移
転
さ
せ
た
こ
と
、
ま
た

跡
に
は
小
さ
な
寺
を
建
て
て
お
い
て
信

者
の
う
ち
「
身
元
よ
ろ
し
き
人
」
が
死

ん
だ
と
き
に
は
伊
丹
に
和
尚
を
呼
び
に

行
っ
た
と
書
い
て
い
ま
す
。

　
ち
な
み
に
、
こ
の
記
事
は
、
戦
国
時

代
の
池
田
に
置
か
れ
た
寺
院
が
町
の
人

び
と
の
一
生
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た

こ
と
、
ま
た
池
田
に
有
力
な
町
民
が
た

く
さ
ん
住
ん
で
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て

い
て
、
大
い
に
興
味
を
惹
か
れ
ま
す
。

池
田
市
地
域
に
お
け
る
中
世
的
権
威

は
、
荒
木
村
重
の
一
挙
に
よ
っ
て
一
斉

に
崩
壊
さ
せ
ら
れ
た
と
言
っ
て
い
い
で

し
ょ
う
。
荒
木
村
重
を
歴
史
的
に
評
価

す
る
一
つ
の
視
点
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

○
伊
居
太
神
社
の
復
興

　
伊
居
太
神
社
の
権
威
も
こ
の
と
き
大

き
く
損
な
わ
れ
ま
し
た
。
か
つ
て
、
神

社
の
神
事
・
祭
礼
に
は
池
田
・
伊
丹
の

両
城
か
ら
神じ

人に
ん

が
42
人
出
て
塚
口
ま

で
御み

輿こ
し
の
渡と

御ぎ
ょ
を
し
た
も
の
で
あ
っ
た

が
、
御お

旅た
び
し
ょ所
も
焼
き
払
わ
れ
、
神
領
も

取
り
上
げ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
４

年
目
に
復
興
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
き
に

は
、「
所
の
百
姓
」
が
大
勢
出
て
き
て

「
む
か
し
の
勝
手
は
な
り
ま
じ
く
」
と

暴
力
的
に
御
輿
を
壊
さ
れ
ま
し
た
。
神

社
も
、
力
の
喪
失
を
自
覚
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

伊
居
太
神
社
は
そ
の
由
緒
を
語
る

古
文
書
を
江
戸
時
代
の
初
め
に
失
っ

た
と
記
し
て
い
ま
す
。
中
世
的
権
威
の

喪
失
や
そ
の
復
興
を
め
ざ
す
動
き
が
ど

う
な
っ
て
い
く
の
か
、
も
っ
と
詳
し
く

知
り
た
く
な
り
ま
し
た
。

（
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
）

▲伊居太神社

池田における中世的権威の終焉
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〇
寺
院
は
い
つ
創
立
さ
れ
た
か

　

地
域
を
江
戸
時
代
の
在
郷
町
池
田
に

限
定
し
て
考
え
る
と
、
池
田
の
町
に
は

そ
の
広
さ
の
割
に
多
く
の
寺
院
が
あ
り

ま
す
。
い
ま
で
も
歩
け
ば
、
た
い
へ
ん

よ
く
目
に
つ
き
ま
す
。
池
田
の
町
の
特

徴
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

　

こ
れ
ら
寺
院
の
創
設
と
そ
の
歴
史
的

変
遷
に
つ
い
て
、『
新
修
池
田
市
史
』
の

古
代
中
世
編
と
い
う
べ
き
第
１
巻
で
は

何
も
記
し
て
い
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
第
１
巻
で
は
各
寺
院
安あ
ん
ち置

の
仏
像
に
つ
い
て
、
そ
の
様
式
を
中
心

に
制
作
年
代
を
細
か
く
推
測
し
、
特
徴

を
ま
と
め
て
い
ま
す
。
池
田
に
お
け
る

仏
教
文
化
財
の
記
録
と
い
う
点
で
は
、

熱
が
こ
も
っ
た
い
い
記
述
で
す
。
し
か

し
、
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ

れ
を
も
っ
て
当
該
寺
院
の
創
設
期
と
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
平
安
時
代
な

ど
の
古
い
仏
像
は
後
か
ら
で
も
入
手
で

き
る
か
ら
で
す
。

　

つ
ぎ
に
、
近
世
編
に
当
た
る
第
２
巻

で
は
個
別
的
に
寺
院
名
を
あ
げ
な
が
ら

そ
れ
ぞ
れ
の
寺
伝
な
ど
に
記
載
さ
れ
た

創
建
の
由
来
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
寺
伝
で
は
ど
う
し
て
も
古
い
こ

と
を
良
し
と
し
ま
す
か
ら
、
創
建
が
古

代
に
さ
か
の
ぼ
る
寺
院
も
出
て
き
ま

す
。
当
然
、
疑
問
が
わ
い
て
き
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
、
池
田
に
お
い
て
寺
院
の

創
設
に
関
す
る
確
実
な
史
料
と
い
う
の

は
残
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ

こ
で
は
、『
池
田
市
史
』
史
料
編
①
古
文

書
篇
を
し
っ
か
り
読
み
直
し
て
み
よ
う

と
思
い
ま
す
。

〇
中
世
寺
院
の
記
録

　
『
池
田
市
史
』
史
料
編
①
古
文
書
篇

に
は
全
部
で
57
件
の
古
文
書
が
翻ほ
ん
こ
く刻
さ

れ
、
作
成
年
月
日
順
に
掲
載
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
中
で
寺
院
に
関
す
る
記
事

が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
少
な

く
見
て
も
18
件
。
一
つ
の
史

料
に
二
つ
の
寺
院
名
が
登
場

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

も
っ
と
も
古
い
記
録
は
、

賀
茂
村（
川
西
市
）の
土
地
を

久き
ゅ
う
あ
ん
じ

安
寺
に
寄
進
し
た
尼
浄
法

の
寄
進
状
で
、
嘉か
ろ
く禄
元
年

（
１
２
２
５
）の
も
の
。
こ
れ
を
は
じ
め

と
し
て
13
世
紀
に
は
９
通
の
土
地
売
券

や
譲
り
状
な
ど
、
14
世
紀
に
は
６
件
の

寄
進
状
や
軍

ぐ
ん
ち
ゅ
う
じ
ょ
う

忠
状
、
そ
し
て
15
世
紀
か

ら
16
世
紀
に
か
け
て
は
３
件
の
文
書
が

掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
前
回
紹
介
し
た

天
正
６
年（
１
５
７
８
）の
兵
乱
な
ど
を

潜
り
抜
け
て
残
さ
れ
た
古
文
書
に
ほ
か

な
り
ま
せ
ん
。

　

文
書
の
宛
先
は
勝
尾
寺
・
久
安
寺
、

そ
し
て
寿
命
寺
の
３
か
寺
で
す
。
こ
の

３
か
寺
は
、
摂
津
国
内
の
各
地
か
ら
土

地
を
中
心
に
い
ろ
い
ろ
な
寄
進
を
受

け
、
相
当
な
財
力
を
築
き
上
げ
、
そ
れ

を
守
る
た
め
の
武
力（
僧
兵
・
僧
徒
・
衆

徒
）を
組
織
し
、
寺
院
内
に
も
多
数
の

「
坊ぼ

う
」
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
も
ち

ろ
ん
、
帰
依
す
る
人
や
縁ゆ
か
りの
あ
る
人
び

と
に
対
し
極
楽
往
生
な
ど
功く
ど
く徳
を
保
証

し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
が
中

世
的
権
威
だ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ

が
天
正
６
年
荒
木
村
重
の
反
乱
に
よ
っ

て
焼
き
払
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
前

回
く
わ
し
く
見
た
通
り
で
し
た
。

〇
寿
命
寺
の
記
録

　

地
域
を
旧
在
郷
町
池
田
に
限
定
す
る

と
、
記
録
上
も
っ
と
も
古
い
寺
院
は
嘉

禄
２
年（
１
２
２
６
）11
月
18
日
の
史
料

に
出
て
く
る
「
東
光
寺
」（
場
所
は
確
定

し
が
た
い
が
宇
保
の
可
能
性
）、
翌
年
10

月
12
日
の
史
料
に
出
て
く
る
「
呉
庭
寺
」

（
こ
れ
も
宇
保
）の
２
か
寺
で
す
。
た
だ

し
、
中
世
的
な
権
威
あ
る
寺
院
に
成
長

で
き
た
か
ど
う
か
は
分
か
っ
て
い
ま
せ

ん
。
そ
の
後
の
史
料
が
出
て
こ
な
い
と

こ
ろ
を
見
る
と
、
そ
う
は
な
ら
な
か
っ

た
可
能
性
の
方
が
大
き
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

史
料
か
ら
は
権
威
あ
る
寺
院
と
し
て

少
な
く
と
も
、
勝
尾
寺
・
久
安
寺
、
そ

し
て
、
ま
ち
な
か
の
寿
命
寺
が
確
認
で

き
る
わ
け
で
す
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、

記
録
が
残
っ
て
い
な
い
と
い
う
だ
け
で
、

天
正
兵
乱
の
時
に
は
存
在
し
て
い
た
こ

と
が
確
実
な
大
広
寺
・
本
養
寺
・
西
光

寺
も
そ
う
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

さ
て
、
こ
こ
で
考
え
る
の
で
す
が
、

戦
国
期
池
田
の
ま
ち
と
い
う
の
は
、
世

俗
的
権
威
者
で
あ
る
池
田
氏
、
宗
教
的

権
威
者
で
あ
る
い
く
つ
か
の
寺
院
と
神

社
、
そ
し
て
経
済
的
権
威
者
で
あ
っ
た

商
人
な
ど
、
質
の
違
う
自
律
的
権
威
が

集
合
し
た
複
合
体
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
で
す
。
近
世
的
な
町
は
、

こ
れ
が
い
っ
た
ん
解
体
さ
れ
て
形
成
さ

れ
て
い
く
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
☎
７
５
４・６
６
７
４

中世池田の寺院

▲堀に囲まれた寿命寺境内の図
（部分・寿命寺蔵）
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〇
ఱ
ਖ਼
ฌ
ཚ
ޙ
ͷ
·
ͪ
ͷ
෮
ڵ

　


報
い
け
だ
̐
月
߸
の
記
ड़
で
も

確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
ఱ
正
̒

（
１
５
７
̔
）年
の
ฌ
ཚ
で
ઓ
ࠃ
期
の

池
田
の
ま
ち
は
、
大
ଧ
ܸ
を
受
け
ま

し
た
。
ߥ

ଜ
重
の
܉

に
対
し
、

৴
長
ํ
の

࢜
が
池
田
に
ਐ
ற
し

て
、
ܯ
උ
を
し
ま
し
た
が
、
ઓ
ޙ
池

田
ࢯ
の

は
෮
ڵ
さ
れ
ず
に
์
ஔ
さ

れ
ま
し
た
。
ま
た
、
ཚ
の
ຄ
発
と
と

も
に


業
者
の
多
く
は

を
ආ
け

て
池
田
を
ڈ
り
ま
し
た
。
一
ํ
、
ଜ

重
が
ҏ
୮
に

を
Ҡ
し
て
か
ら
多
く

の
ࣉ
Ӄ
は
ҏ
୮
に
Ҡ
さ
れ
た
ま
ま
で

し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
ޙ
、
๛
ਉ

ݖ

か
ら
ಙ


ݖ

と
Ҡ
り
ม
わ
る
ೋ
、

ࡾ
十
年
の
間
に
池
田
は


業
を
࣠

に
ま
ち
と
し
て
よ
み
が
え
っ
て
き
ま

す
。


は
、
そ
の
෮
ڵ
は
ઓ
ࠃ
期

に
ܗ
成
さ
れ
て
い
た
池
田
の
ま
ち
と

ಉ
͡
ߏ

・
ੑ
֨
の
ま
ち
の
෮
ڵ
だ
っ

た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
Ͷ
。
ち
な

み
に
ઓ
ࠃ
期
池
田
の
ま
ち
は
、

Ո
・

ࣉ
ࣾ
・


業
者

の
そ
れ
ͧ
れ
が

相
対
的
な
ݖ
力
者
と
し
て
、
ෳ
合
的

に
བྷ
み
合
っ
て
ߏ
成
さ
れ
て
い
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
̒
月
߸
で

の
Ծ
આ
の
ఏ
ى
で
し
た
。

　
〇ứ
৽
म

ా
ࢢ
࢙
Ừ

ୈ
̎
ר
ͷ
ه
ड़

　
ứ
৽
म
池
田
市
࢙
Ừ
ୈ
̎
ר
は
近
ੈ

の
ྺ
࢙
を
ѻ
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で

は
、
㆘

㇟
ㆄ
㆗ᅿ

を
考
ݹ
ֶ
的
に
発
۷
調
査
し

た
݁
Ռ
を
౿
ま
え
て
な
さ
れ
た
ୈ
１
ר

の
記
ड़
、
す
な
わ
ち
「（
ொ
屋
は
）ຊ
࣭

的
に
ྖ
ओ
池
田
ࢯ
の
ଘ
ࡏ
に
ࠨ
ӈ
さ
れ

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
」（
ୈ
１
ר

̒
７
７
ϖ
ー
δ
）を
౿
ま
え
、「
池
田
の

ொㆾ
ㆡ
ㆰ場

は

と
は
関

な
く
㆖ࡏ

ㆂ
㆔
ㆄ
ㆾ
ㆡ

ڷ
ொ（


ଜ
部
に
成
ཱ
し
た


業
ू
མ
）と
し

て
成
ཱ
し
た
も
の
」（
１
̒
̌
ϖ
ー
δ
）

と
ධ
Ձ
し
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
「
ࡏ

ڷ
ொ
」
と
い
う
ଆ
໘
が
一
൪
大
事
だ
と

い
う
の
で
す
Ͷ
。

　
し
か
し
、
こ
れ
で
は
ઓ
ࠃ
期
に
は
ྖ

ओ
や
強
力
な
ࣉ
Ӄ
・
神
ࣾ
も
あ
っ
た
池

田
の
ま
ち
の
多
༷
な
ߏ

が
、
๛
ਉ


ݖ
期
か
ら
ಙ


ݖ
期
に
か
け
て
ม
Խ

し
た
こ
と
を
見
མ
と
す
͓
そ
れ
が
あ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
例
え
ば
、
ҏ
居
ଠ
神
ࣾ
は
、
か
ͭ
て

の
小
ݖ
力
者
と
し
て
の
そ
の
自
ཱ
ੑ
の

෮
活
を
め
ざ
す
と
い
う
よ
り
も
、
๛
ਉ

ल
པ
の
ࢧ

に
よ
る
෮
ڵ
を
受
け
入
れ

て
い
ま
す（
こ
の

は
今
も
ಉ
神
ࣾ
が

อ
ଘ
す
る

ㆍٖ

ㆼ

㆗
ๅ
च
に
ூ
り
ࠐ
ま
れ
た
จ

字
に
も
示
さ
れ
て
い
ま
す
）。

　
ま
た
、


業
者
に
ͭ
い
て
は
۩
体

的
な
࢟
を
ޠ
る
࢙
料
が

し
い
の
で
す

が
、
ܚ
長
��（
１
̒
１
̐
）年
大
ࡔ
ౙ
の

ਞ
の
と
き
、
ಸ
良
ຍ

と
大
ࡕ
平

を

݁
Ϳ
҉

ㆎ
㇉
ㆋ
㇊
ㆨ
ㆄ
㆒
ಕ
に
ਞ
取
っ
た
ಙ

Ո
߁
の

も
と
に
池
田
ଜ
の
ঙ
屋
ら
が
見

に
ञ

୬
を
持
ࢀ
し
、
ま
ち

の
「
ې
੍
」
と

Ո
߁
の
ग
ҹ
を

っ
た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
た
め
、
遅
く
と
も
��
ੈ
ل

初
಄
の
こ
ろ
に
は


業
が
෮
活
し
、

業
者
ら
は
大
き
な
ݖ
力
者
の
ட
ং
に


み
ࠐ
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

　
ứ
৽
म
池
田
市
࢙
Ừ
ୈ
̎
ר
で
は
「
ࡏ

ڷ
ொ
池
田
の
成
ཱ
は
、
池
田
प
ล

Ҭ

の

ຽ
た
ち
が
ಠ
ཱ
自
Ӧ
の

業
経
Ӧ

者
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
ྺ
࢙
的
ϝ
Ϟ

リ
ア
Ϝ
で
も
あ
り
、
全
ࠃ
的
に
も

ຽ

自
ཱ
が
最
も
早
く
す
す
ん
だ

Ҭ
の
ূ

明
で
も
あ
っ
た
」
と
も
ड़
べ
て
い
ま
す

（
１
̒
̎
ϖ
ー
δ
）。

　
し
か
し
、
近
ੈ
に
ઌ
ཱ
ͭ
த
ੈ
～
ઓ

ࠃ
期
に
͓
け
る
近
߫

Ҭ
で
の


業
的
発
ల（

ຽ
の
自
ཱ
）

や
池
田
の
ま
ち
と
の
関

は
ୈ

１
ר
で
は
ほ
と
ん
ど

͡
ら
れ

て
い
ま
せ
ん
。
も
し
ୈ
2
ר
の

記
ड़
の
௨
り
と
す
る
な
ら
ば
、

த
ੈ

Ԃ
੍
の
ਐ
行
す
る
な

か
、
池
田
近
߫
の

業
的
発
ల

の
࢟
͓
よ
ͼ
そ
れ
と
池
田
の
ま
ち
ܗ
成

と
の
関

を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
し
ょ

う
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
の
持
ͭ
ୈ
一
ٛ

的
な
重
要
ੑ
も
示
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

　
近
ੈ
初
಄
、
池
田
の
ま
ち
の
෮
ڵ
と

い
っ
た
と
き
、
த
ੈ
的
ま
ち
の
ෳ
合
的

ߏ

の
அ
ઈ
な
い
し
ม
ֵ
を
見
མ
と
さ

ず
、
ま
た
ଞ
໘
で
は
प
ล

ଜ
の
経
ࡁ

的
発
ల
に
よ
る
ࡏ
ڷ
ொ
的
ੑ
֨
の
ܗ
成

と
そ
の
ܧ
続
を
、
࢙
料
を
౿
ま
え
۩
体

的
・
౷
一
的
に

Ѳ
す
る
こ
と
が
大
事

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
ޙ
は
、


い
ࢹ

に
ཱ
っ
た
検
౼
、
例
え
ば
ҏ
୮

な
ど
近
ྡ
ଞ

Ҭ
の
事
例
も
ؚ
め
た
࢙

料
調
査
と
時

を
こ
え
た
૯
合
的
な
検

౼
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
こ
と
で
し
ょ

う
。

（
市
࢙
ฤ
ࢊ
ҕ
һ
会
ҕ
һ
長
・
小
田
߁
ಙ
）

◆
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

ଠਆࣾͷٖๅचډͷҏࡏݱ˛
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〇
作
者
名
記
載
の
な
い

　「
穴
織
宮
拾
要
記
末
」

　

中
世
末
か
ら
近
世
初
頭
の
池
田
の

歴
史
を
見
よ
う
と
す
る
と
き
「
穴
織
宮

拾
要
記
」
は
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
語
っ

て
く
れ
ま
す
。

　
「
穴
織
宮
拾
要
記
」
は
「
本ほ

ん

」
と

「
末ま

つ

」
の
二
冊
で
構
成
さ
れ
て
い
ま

す
。「
本
」
に
つ
い
て
は
、
江
戸
時
代

初
期
の
寛か

ん
え
い永

17
年（
１
６
４
０
）３
月

神
主
で
あ
っ
た
河か

わ
む
ら村
三み
つ
え
も
ん

右
衛
門
秦は
た
さ
だ定

幸ゆ
き

が
ま
と
め
た
と
明
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、「
末
」
に
は
こ
う
し
た

記
述
が
あ
り
ま
せ
ん
。
筆
者
は
今
で

も
あ
い
ま
い
な
ま
ま
な
の
で
す
。
記
述

の
う
ち
信
用
で
き
る
箇
所
は
ど
こ
か
、

確
認
す
る
た
め
に
は
こ
こ
を
明
確
に
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

〇「
穴
織
宮
拾
要
記
末
」の

　
作
者
を
探
す

　

そ
も
そ
も
、「
穴
織
宮
拾
要
記
」
の

「
末
」
は
、
一
つ
ひ
と
つ
の
記
述
が
全

体
と
し
て
の
体
系
性
を
持
た
ず
、
前
後

が
入
り
乱
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
今
回
、
こ
れ
を
古
い
も

の
か
ら
新
し
い
も
の
へ
と
順
に
並
べ

直
し
、
そ
の
当
時
の
神
主
と
し
て
記

述
さ
れ
た
名
前
と
対
比
さ
せ
、「
本
」

の
記
述
と
も
あ
わ
せ
読
み
直
し
て
み

ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
前
後
の
記
述

に
矛
盾
が
な
い
か
点
検
し
な
が
ら
で

す
。
こ
う
し
て
、
作
者
と
し
て
一
番

可
能
性
の
高
い
神
主
の
名
前
を
推
測

し
て
み
た
の
で
す
。
そ
の
結
果
、

「
本
」
を
宝ほ

う
え
い永
２
年（
１
７
０
５
）に
書

き
写
し
た
こ
と
を
明
記
し
て
い
る

縫ぬ
い
の
す
け

殿
佐
定さ
だ
な
お直
が
有
力
な
候
補
と
し
て

立
ち
現
れ
て
き
ま
し
た
。

〇
代
々
の
神
主
と
経
験
の
継
承

　

こ
の
間
、
神
主
は
右う
え
も
ん

衛
門
佐の
す
け
定さ
だ
あ
き明

―
三み

つ
え
も
ん

右
衛
門
定さ
だ
ゆ
き幸
―
左さ
き
ょ
う
の
す
け

京
佐（
名
不

詳
）―
縫ぬ

い
の
す
け

殿
佐
定さ
だ
な
お直
と
続
い
て
い
ま
す
。

　

定
明
は
、
荒
木
村
重
が
織
田
信
長

に
反
旗
を
翻
し
た
、
天て

ん
し
ょ
う正の
兵
乱
で
大

変
な
目
に
あ
わ
さ
れ
ま
し
た
。
す
で
に

本
欄
で
も
記
述
し
た
と
お
り
で
す
。
そ

の
様
子
を
次
代
の
定
幸
は
「
本
」
の
中

で
生
き
生
き
と
描
い
て
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
定
明
は
信
長
没
後
の
豊

臣
政
権
な
か
で
も
秀
頼
時
代
に
御お

と
ぎ伽

に
な
る
な
ど
、
豊
臣
家
の
信
頼
も
受

け
、
大
坂
へ
出
か
け
る
こ
と
も
多
か
っ

た
と
「
末
」
で
は
記
載
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
間
、「
本
」
の
筆
者
定
幸
は

次
の
神
主
と
し
て
多
く
の
体
験
を
重

ね
た
よ
う
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
定
幸
の

体
験
は
二
代
後
の
定
直
に
ま
で
言
い

伝
え
ら
れ
た
と
み
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
定
直
も
、
定
幸
や
そ
の
あ
と
の

左
京
佐
の
話
を
よ
く
聞
い
て
い
た
と
思

わ
れ
ま
す
。

　
こ
う
し
て
、
定
直
が
宝
永
２
年
に
定

幸
の
ま
と
め
た
「
本
」
を
書
き
写
し
た

と
き
「
末
」
も
ま
た
書
き
始
め
た
と
推

測
す
る
の
が
自
然
と
思
わ
れ
ま
す
。
記

述
は
、
は
る
か
昔
、
古
代
の
池
田
な
ど

に
関
す
る
伝
承
的
な
部
分
と
代
々
の

神
主
が
自
ら
体
験
し
た
生
々
し
い
記

述
と
が
混
じ
り
あ
っ
て
い
ま
す
。
た
だ

し
、「
末
」
に
は
近
世
後
期
、
最
後
に

は
明
治
維
新
時
の
法
令
も
記
載
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
定
直
以
降
も
書
き
継

が
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

〇
唐
船
が
淵
の
実
在
性

　
「
穴
織
宮
拾
要
記
末
」
に
は
、
興
味

深
い
話
が
い
ろ
い
ろ
書
か
れ
て
い
ま

す
。
こ
こ
で
は
唐
船
が
淵
に
関
す
る

記
述
を
紹
介
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

「
唐
船
が
淵
」
と
は
、
仁
徳
天
皇
・
応

神
天
皇

時
、
呉

国
の
織

姫
が
日

本
に
着

き
上
陸

し
た
と

さ
れ
る

伝
承
地

で
あ
っ

て
、
現
在
の
池
田
に
は
「
唐
船
が
淵
」

と
の
石
碑
も
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
穴
織
宮
拾
要
記
末
」
に
も
「
唐
船
淵
」

と
出
て
き
ま
す
。

　

し
か
し
、
自
然
物
と
し
て
の
淵
は

本
当
に
存
在
し
た
も
の
で
し
ょ
う
か
。

「
穴
織
宮
拾
要
記
末
」
に
は
こ
の
淵
に

秀
頼
公
が
ひ
と
夏
に
三
、四
度
も
遊
び

に
来
て
、
池
田
・
小お

お
べ
の
し
ょ
う

戸
庄
・
細
川
か

ら
網
打
ち
・
す（

水
）い

入
の
得
意
な
者
が

大
勢
出
て
御
馳
走
し
た
と
記
載
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
こ
の
淵
は
、
底
は

岩
一
枚
、「
北
ノ
口
出
は
ず
れ
」
か
ら

上
へ
二
丁（
約
２
０
０
メ
ー
ト
ル
）あ

り
、
深
さ
は
水
面
か
ら
14
～
20
丈（
42

～
60
メ
ー
ト
ル
）。
通
行
人
に
は
怖
い

存
在
だ
っ
た
が
、
寛
永
年
中

（
１
６
２
４
～
４
４
）の
猪
名
川
洪
水

で
土
砂
が
埋
ま
り
、
河
原
に
な
っ
た

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
淵
の
規
模
は
さ
て
お
き
、
猪
名
川
の

洪
水
で
埋
ま
っ
た
こ
と
自
体
は
あ
り
え

る
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
淵
は
実
在
し

て
い
た
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
か
ら
「
唐
船

が
淵
」
の
伝
承
も
生
じ
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
別
の
確
実
な
史
料
を
押
さ

え
つ
つ
調
べ
て
み
る
べ
き
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

「穴
あ や は の み や

織宮拾
し ゅ う よ う き

要記末
まつ

」の作者また唐
と う せ ん

船が淵
ふ ち

のこと

▲唐船が淵史跡の遠景
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〇
既
成
権
威
へ
の
反
発
、

　
殺
伐
た
る
雰
囲
気
の
広
が
り

　
「
穴
織
宮
拾
要
記
末
」
は
、
史
料
と
し

て
読
め
ば
、
そ
の
中
に
は
な
か
な
か
お

も
し
ろ
い
読
み
物
が
あ
り
ま
す
。
何
と

言
っ
て
も
荒
木
村
重
が
織
田
信
長
に
反

旗
を
翻
し
た
天
正
兵
乱
以
後
の
池
田
の

町
の
住
民
の
姿
、
そ
の
変
化
が
リ
ア
ル

に
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
ね
。

　
こ
の
時
代
、
既
成
権
威
に
対
す
る
町

や
村
の
人
の
遠
慮
の
な
い
行
動
が
ま
ず

目
を
引
き
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

神
事
で
あ
っ
た
御み

輿こ
し
の
渡と

御ぎ
ょ
が
「
所
の

百
姓
」
に
よ
っ
て
妨
害
さ
れ
、
途
絶
え

て
し
ま
っ
た
と
い
う
記
述
を
す
で
に

v
o
l.
1
3
6
で
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
。

　
つ
ぎ
に
、
大
名
同
士
の
合
戦
と
は
別

に
、
町
の
な
か
に
住
民
の
安
全
を
脅
か

す
殺
伐
た
る
状
況
・
雰
囲
気
が
あ
ち
こ

ち
に
出
現
し
て
い
た
こ
と
も
目
を
引
き

ま
す
。
記
事
を
挙
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
文
禄
２
年（
１
５
９
３
）５
月
２
日
の

夜
「
宮
山
の
西
原
へ
笙し

ょ
う盗
人
」
が
あ
り

ま
し
た
。
笙
と
い
う
の
は
笛
の
こ
と
で

す
。
新
在
家
と
い
う
と
こ
ろ
の
内
か
ら

「
や
れ
ぬ
す
び
と
よ
、
ぬ
す
び
と
よ
」

と
呼
ば
わ
る
な
か
、
こ
の
新
在
家
に
甚

左
衛
門
と
い
う
浪
人
が
お
り
、
鑓や

り

を

も
っ
て
追
い
掛
け
、
突
き
殺
し
ま
し

た
。
見
れ
ば
あ
め
や
平
三
郎
家
来
の
馬

子
、
つ
ま
り
身
元
の
は
っ
き
り
し
た
者

で
あ
っ
た
が
、「
盗
人
」
と
決
め
つ
け

ら
れ
た
た
め
、（
遺
体
は
）「
そ
の
ま
ま

に
て
仕
廻
い
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
し

て
、「
こ
の
こ
ろ
は
か
よ
う
な
こ
と
、

公
儀
へ
は
申
上
げ
な
か
っ
た
」
と
注
釈

し
て
い
る
の
で
す
。

　
浪
人
と
い
い
、
鑓
で
も
っ
て
突
き
殺

し
た
と
い
い
、
公
儀（
こ
の
こ
ろ
な
ら
ば

豊
臣
家
で
す
ね
）の
警
察
権
は
必
ず
し
も

絶
対
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
む
し

ろ
、
個
別
の
住
民
が
公
儀
と
は
別
に
警

察
権
・
裁
判
権
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
ま
す
。

〇
放
火
の
罪
と
罪
人
の
処
罰

　
次
は
文
禄
４
年（
１
５
９
５
）の
出
来

事
で
す
。
こ
の
年
の
10
月
20
日
夜
、
桜

橋
南
蔵
院
と
い
う
山
伏
が
、
中
ノ
丁
の

吉
兵
衛
と
銭
百
文
の
こ
と
で
喧
嘩
を
始

め
、
吉
兵
衛
の
家
に
火
を
つ
け
た
と
い

う
の
で
す
ね
。
火
は
北
は
本
養
寺
垣
内

ま
で
、
南
は
林
口
丁
ま
で
、
両
本
町
は

西
ノ
口
丁
ま
で
残
ら
ず
焼
け
ま
し
た
。

こ
の
こ
ろ
は
、
か
わ
ら
ぶ
き
は
一
軒
も

な
く
、
み
な
わ
ら
ぶ
き
、
本
町
上
の
家

だ
け
が
「
板
の
取
り
ふ
き
」
で
あ
っ
た

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
さ
て
、
池
田
の
人
び
と
は
、
こ
の
山

伏
を
か
ら
め
取
っ
た
あ
と
、
横
岡
の
庚

申
塚
で
一
丈（
約
３
メ
ー
ト
ル
）の
穴
を

掘
っ
て
「
池
田
中
」
つ
ま
り
町
の
総
意

と
し
て
石
子
詰
め
に
し
て
殺
し
た
と
あ

り
ま
す
。
石
子
詰
め
と
は
、
罪
人
を
穴

の
中
に
埋
め
、
石
を
詰
め
て
殺
す
刑
罰

と
辞
書
に
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
を
「
池

田
中
」
と
い
う
名
目
で
実
施
し
た
と
い

う
わ
け
で
す
。
池
田
の
町
が
警
察
権
も

裁
判
権
も
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
処
刑

す
る
権
利
も
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
と
き
も
ま

た
、「
領
主
へ
も
奉
行
へ
も
申
上
げ
ず
、

所
々
に
番
人
等
を
抱
え
置
く
こ
と
も
な

く
打
ち
過
ぎ
た
」
と
記
載
さ
れ
て
い
ま

す
。
池
田
の
町
は
、
豊
臣
時
代
も
、
ま

た
江
戸
時
代
初
期
の
こ
ろ
も
こ
う
し
て

自
分
の
力
で
町
の
治
安
を
守
ろ
う
と
し

て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

〇
町
を
統
治
す
る
も
の

　
慶
長
19
年（
１
６
１
４
）大
坂
の
陣
が

始
ま
っ
た
こ
ろ
、
池
田
の
町
び
と
は
す

で
に
「
庄
屋
」
な
ど
の
機
構
を
確
立
さ

せ
て
い
た
よ
う
で
す
。
彼
ら
は
揃
っ
て

徳
川
家
康
の
陣
を
訪
ね
、
兵

ひ
ょ
う
ろ
う粮

な
ど
を

送
っ
て
家
康
か
ら
禁
制
と
朱
印
を
貰
い

ま
し
た
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た

不
安
定
な
治
安
状
況
を
家
康
の
権
威
を

た
の
ん
で
安
定
し
て
も
ら
お
う
と
考
え

た
結
果
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

一
方
で
、「
穴
織
宮
拾
要
記
末
」
に

は
「
大
坂
乱
後
ハ
世
上
ニ
盗
人
は
や

り
」
と
も
あ
り
、
恐
ろ
し
か
っ
た
の

で
、
力
の
あ
る
大
坂
浪
人
を
抱
え
置
く

家
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
書
か
れ
て
い

ま
す
。

 　
「
穴
織
宮
拾
要
記
末
」
を
書
い
た
の

は
、
前
回
推
測
し
た
よ
う
に
伊
居
太
神

社
の
宮
司
の
縫ぬ

い
の
す
け
さ
だ
な
お

殿
佐
定
直
で
、
享
保

（
１
７
１
６
～
３
６
）の
こ
ろ
に
父
や
祖

父
・
曽
祖
父
の
言
い
伝
え
を
ま
と
め
た

と
思
わ
れ
ま
す
。
従
っ
て
、
16
世
紀
末

～
17
世
紀
初
頭
の
こ
ろ
に
つ
い
て
は
不

正
確
な
と
こ
ろ
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
し

か
し
、
歴
史
の
真
実
は
そ
の
中
に
現
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。『
新

修
池
田
市
史
』
第
１
巻
も
第
２
巻
も
、

も
っ
と
こ
の
史
料
を
利
用
で
き
た
の
で

は
と
、
残
念
に
思
っ
て
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

近世初頭、池田の町の治安と統治

▲江戸時代の池田村の町名（中心部）
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