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池
田
氏
っ
て
だ
れ
？

　
池
田
氏
は
、
も
と
も
と
池
田
の
地
に

住
ん
で
い
た
Ｔ
原
で
、
今
か
ら
７
０
０

　
　
　
　
　
　
か
ま
く
ら
じ
た
い
　
　
こ
も
ん
じ
よ

年
以
上
も
前
の
鎌
倉
時
代
の
古
文
書
に

そ
の
名
が
見
ら
れ
ま
す
。

落
陽
ぼ
１
」

　
１
３
０
０
年
代
の
中
ご
ろ
か
ら
１
５

７
３
年
ま
で
を
、
京
都
の
室
町
に
足
利

し
　
Ｌ
よ
う
ぐ
ん

ば
く
ふ

氏
を
将
軍
と
す
る
幕
府
が
あ
っ
た
た
め

「
室
町
時
代
」
と
よ
ん
で
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
将
軍
の
力
が
じ
ょ
じ
ょ
に

弱
く
な
り
、
１
４
６
７
年
に
、
将
軍
を
さ

さ
え
る
武
将
た
ち
が
権
力
争
い
を

は
じ
め
ま
し
た
。
こ
れ
が
応
仁
の
乱
で

す
。

　
最
初
は
室
町
幕
府
で
高
い
地
位
に

あ
っ
た
武
将
ど
う
し
の
権
力
争
い
だ
っ
た

の
で
す
が
、
そ
の
う
ち
、
ほ
か
の
武
将

や
家
来
ま
で
も
が
権
力
争
い
に
・
羽
わ
り

ま
し
た
。
応
仁
の
乱
は
い
っ
た
ん
お
さ

ま
り
ま
し
た
が
、
幕
府
の
要
職
を
務

め
て
い
た
細
川
氏
が
幕
府
の
実
権
を
に

ぎ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

細
川
氏
内
部
の
権
力
争
い
が
お
こ
っ
て

し
ま
い
、
こ
の
争
い
は
各
地
の
武
将
た

ち
を
ま
き
こ
み
、
や
が
て
世
の
中
は

戦
国
時
代
へ
と
な
だ
れ
こ
み
ま
し
た
。

　
１
５
０
０
年
代
の
後
半
に
な
る
と
。

　
　
　
　
し
は
い
　
　
　
は
ん
い

し
だ
い
に
支
配
す
る
範
囲
を
広
げ
て
権

力
を
つ
け
て
い
く
武
将
た
ち
が
あ
ら
わ

れ
ま
し
た
。
現
在
の
山
梨
県
あ
た
り
に

武
田
信
玄
、
広
島
県
あ
た
り
に
毛
利

ｚ
ご
Ｉ
・
・
じ
ｈ

ド
ー
か
た
．
・
．
ｙ
ハ

２

八

㎜■
ふ

元
就
、
新
潟
県
あ
た
り
に
は
上
杉

謙
侃
な
ど
が
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、

愛
知
県
あ
た
り
に
い
た
織
田
信
長
が

支
配
他
を
広
げ
て
強
大
な
力
を
も
つ

よ
う
に
な
り
、
日
本
の
統
一
を
め
ど
し

ま
し
た
ｓ

戦
国
時
代
と
摂
津
の
国
人

　
網
川
勝
元
は
応
仁
の
乱
の
き
っ
か
け

を
つ
く
っ
た
武
将
で
、
摂
津
国
（
今
の

大
阪
府
北
部
、
兵
庫
県
南
東
部
）
の
守
護

に
任
じ
ら
れ
、
幕
府
か
ら
摂
津
国
の
支

配
を
ま
か
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

摂津国の国人・城分布



腰
元
の
死
後
、
子
の
細
川
蔵
元
の
代
に

な
る
と
細
川
氏
の
内
部
で
権
力
争
い
が

お
こ
り
、
摂
津
国
で
し
ば
し
ば
戦
い
が

お
こ
り
ま
し
た
。

　
摂
津
田
に
か
ぎ
ら
ず
、
各
地
に
は
将

軍
や
守
護
の
家
来
と
し
て
市
町
村
く
ら

い
の
範
囲
を
支
配
す
る
武
士
た
ち
が
い

ま
し
た
。
摂
津
国
で
は
池
田
氏
、
伊
丹
氏
、

す
い
た
し
　
　
・
い
ぱ
ら
』
。
｛
ｃ
Ｌ
　
た
。
か
勺
・
き
　
　
あ
・
く
た
が
り
し

吹
田
氏
、
茨
木
氏
、
高
槻
の
芥
川
氏
、

能
勢
氏
と
い
っ
た
武
士
た
ち
で
す
。

こ
う
し
た
武
士
た
ち
の
こ
と
を
「
国
人
一

と
よ
ん
で
い
ま
す
。

　
将
軍
の
弱
体
化
に
よ
り
細
川
氏
ら
の

権
力
争
い
が
お
こ
る
と
、
国
人
た
ち
は

そ
れ
ぞ
れ
敵
、
味
方
に
分
か
れ
、
争
い

に
加
わ
り
・
ま
し
た
。

池
田
城
っ
て
ど
ん
な
城
？

厦
唄
匯

.
1
1
･
:
’

‥
‐
ｙ
‐
？
』
』
か
じ
。
｀
う
　
九
】
め
じ
じ
。
ｊ
ｊ

　
城
と
い
え
ば
、
大
阪
城
や
姫
路
城
と

い
っ
た
姿
を
思
い
う
か
べ
る
で
し
ょ
う
。

い

Ｉ

ぶ

’
・
・
．
・ Ｊ

．

‘

び
い
た
て
　
て
・
・
ｎ
し
、
・
・
・
Ｆ
／
・
、

高
い
石
垣
。
が
あ
り
、
５
階
建
の
天
守
閣
、

そ
の
周
囲
に
は
２
階
建
や
３
階
建
の

や
ぐ
ら
が
取
り
か
こ
む
姿
・
・
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
城
は
戦
国
時
代

が
終
わ
っ
て
か
ら
つ
く
ら
れ
た
城
で
す
。

戦
国
時
代
、
各
地
で
戦
い
が
行
わ
れ
て

い
た
こ
ろ
の
城
は
、
ま
っ
た
く
ち
が
っ

た
も
の
で
し
た
。

　
戦
国
時
代
は
、
国
人
や
そ
の
家
来
も

城
を
つ
く
り
ま
し
た
。
ま
た
、
村
人
が

戦
争
か
ら
逃
れ
る
た
め
の
城
も
あ
り
ま

し
た
。
こ
の
時
代
の
城
の
ほ
と
ん
ど
は
、

『
Ｌ
Ｓ
５
　
　
１
!
６
　
　
　
　
　
　
　
　
も

Ｉ
ｌ
ｐ
－
　
　
－
ｉ

堀
を
振
り
、
上
を
盛
り
上
げ
、
そ
の
ま

わ
り
に
は
慟
や
板
の
へ
い
を
め
ぐ
らじ

よ
『
っ
Ｌ
’
り

し
た
も
の
で
す
。
建
物
は
城
主
が
住

・
ｆ
。
・
Ｌ
を

こ
　
や

む
屋
敷
の
ほ
か
、
小
屋
や
木
を
高
く
組

ん
だ
見
張
り
用
の
建
物
な
ど
で
、
天
守

閣
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
（
村
人
の
城

や
見
張
り
用
の
城
の
場
合
、
建
物
は
簡

単
な
小
屋
だ
け
だ
っ
た
よ
う
で
す
≒

唐
河
ぽ
澪
滅
」

池
田
城
は
、
現
在
の
城
山
町
、

た
て
い
Ｆ
・
ち
よ
う

９
ｎ

ｇ
。

珪
石
町
の
あ
る
台
地
に
あ
り
、
東
西

３
３
０
ｍ
、
南
北
５
５
０
ｍ
の
大
き
さ

で
し
た
。
城
の
北
側
か
ら
西
側
・
南
側

は
急
な
崖
で
、
東
側
は
い
く
つ
も
の
堀

池出城の範囲



主
部
の
庭
園

が
掘
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
崖

と
堀
で
敵
の
攻
撃
を
防
い
だ
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。

　
城
の
中
心
で
城
主
が
住
む
場
所
は

主
郭
と
よ
ば
れ
、
特
に
大
き
な
堀
を
椙

り
、
さ
ら
に
そ
の
内
側
に
は
土
手
の
よ

う
に
上
を
盛
り
ト
げ
て
い
ま
し
た
。
現

在
、
城
跡
公
園
に
な
っ
て
い
ま
す
。
主

郭
に
は
礎
石
を
も
つ
建
物
跡
、
排
水
溝
、

庭
園
、
井
戸
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。
主

部
以
外
の
と
こ
ろ
で
は
、
一
部
で
主
郭

に
あ
っ
た
よ
う
な
礎
石
建
物
も
認
め

ら
れ
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
が
簡
単
な
小

屋
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
鉄
器
作

一
．
／
一
う
ぐ

り
の
道
具
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
の
で
、

矢
じ
り
な
ど
の
武
器
を
作
っ
て
い
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
城
の
南
に
は
人
々
が
通
行
で
き
る
道

一

で

み
’
‐
り
り

が
横
切
っ
て
お
り
、
遂
に
沿
っ
て
民
家

や
寺
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
は
池
田

氏
と
深
い
か
か
わ
り
を
も
っ
た
人
々
が

住
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

ま
す
。
ま
た
、
城
の
中
を
横
切
る
道
は
、

戦
い
が
お
こ
っ
た
時
こ
れ
を
ふ
さ
ぐ

こ
と
で
、
敵
の
通
行
を
さ
え
ぎ
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

池
田
城
を
攻
め
た
軍
は
？

池
田
氏
は
ど
う
な
っ
た
？

大
内
軍
の
攻
撃
・
最
初
の
落
城

　
１
４
６
７
年
、
応
仁
の
乱
が
お
こ
っ

た
時
、
城
主
で
あ
っ
た
地
目
充
政
は
細

川
腰
元
の
家
来
で
し
た
。
そ
の
た
め
、

１
４
６
９
年
、
細
川
氏
と
争
っ
た

山
名
氏
の
味
方
で
現
在
の
山
口
県
に
い

た
守
護
、
大
内
軍
に
攻
め
ら
れ
、
池
田

城
は
落
城
し
ま
し
た
。
大
内
軍
は
す
ぐ

に
池
出
城
を
去
っ
た
た
め
、
充
政
は
城

に
復
帰
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

細
川
高
国
の
攻
撃
・
２
度
目
の
落
城

－
）
こ

ま

ｌ

と

細
川
勝
元
の
死
後
、
子
の
政
元
が
細

細
川
政
．
冗
（
竜
安
寺
草
）

川
家
を
つ
ぎ
、
幕
府
の
実
権
を
に
ぎ
る

ま
で
に
権
力
を
も
ち
ま
し
た
。
し
か
し

　
　
　
　
　
　
　
　
よ
う
し
　
　
・
す
み
ゆ
き
　
す
み
も
と

政
元
の
３
人
の
養
子
、
澄
之
、
澄
元
、

た
か
く
’
．
ｋ

・
Ｔ
い
た
い

高
国
が
権
力
争
い
を
し
、
幕
府
の
衰
退

を
ま
ね
き
ま
し
た
。
池
田
氏
は
澄
元
に

つ
い
た
た
め
、
１
５
０
８
年
、
高
国
軍

に
攻
め
ら
れ
ま
し
た
。
高
国
軍
の
激
し

い
攻
撃
に
よ
く
た
え
ま
し
た
が
、

　
い
Ｃ
だ

池
田



’
一
で
‘

‐
‐ ‐

も

‘
’
口

れ
か
え

正
盛
が
高
国
へ
寝
返
っ
た
こ
と
が
き
っ

か
け
で
、
池
田
城
は
落
城
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
。
・
け
だ
さ
W
￥
3
’
J
　
￥
％
￥
’

城
主
の
池
田
貞
正
は
切
腹
し
、
池
田
正

盛
が
城
主
に
な
り
ま
し
た
。

貞
正
の
子
、
池
田
城
を
取
リ
も
ど
す

　
１
５
１
９
年
、
池
出
城
を
脱
出
し

　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ぶ
ろ
う
ご
ろ
う
　
　
の
ぶ
ま
・
．
ｚ
・

て
い
た
貞
正
の
子
三
郎
五
郎
（
信
正
と

推
定
さ
れ
る
）
が
有
馬
で
兵
を
あ
げ
、

高
岡
に
味
方
す
る
池
田
正
棟
ら
を
打
ち

負
か
し
て
池
田
城
を
取
り
も
ど
し
ま
し

た
。

　
細
川
澄
元
の
死
後
、
子
の
細
川
晴
元

が
高
国
と
争
い
ま
す
。
池
田
信
正
は
晴

元
に
つ
い
た
た
め
、
１
５
３
１
年
、
細

川
高
国
に
池
田
城
を
攻
撃
さ
れ
て
落
城

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

池
田
信
正
の
切
腹

　
高
国
の
死
後
、
細
川
氏
綱
が
昭
元
と

争
い
ま
す
。
信
正
は
清
元
を
裏
切
っ
て

氏
綱
に
つ
い
た
も
の
の
、
氏
綱
が
劣
勢

に
な
る
と
再
び
清
元
の
昧
方
に
な
ろ

う
と
し
ま
し
た
。
し
か
し
清
元
は
こ
れ

を
許
さ
ず
、
１
５
４
８
年
、
信
心
を
切

腹
さ
せ
ま
し
た
。
・
池
田
氏
は
こ
の
事
件

を
き
っ
か
け
に
清
元
と
敵
対
し
ま
し
た
。

ご
．
好
長
慶
（
聚
光
院
蔵
）

織
田
信
長
の
攻
撃

　
晴
元
の
有
力
家
臣
で
あ
っ
た
三

好
長
慶
が
、
細
川
氏
綱
に
味
方
し
て
晴

　
　
し
り
Ｉ
四
・
で
　
　
　
き
・
な
い
Ｌ
は
い

元
を
退
け
、
畿
内
支
配
の
実
権
を
に

ぎ
り
ま
し
た
。
信
正
の
後
に
城
主
に

　
　
　
い
け
た
な
が
ま
さ
　
　
み
よ
し
し

な
っ
た
池
田
長
雨
は
三
好
氏
に
つ
き
ま

し
た
。

　
１
５
６
８
年
、
京
の
都
に
入
っ
た

織
田
信
長
は
、
一
二
好
氏
の
勢
力
を
つ

ぶ
す
た
め
、
摂
津
田
へ
攻
め
入
り
・
ま
し

た
。
長
正
の
後
に
城
主
に
な
っ
た
池
田

勝
正
は
織
田
軍
の
攻
撃
に
た
え
ま
し

た
が
、
織
田
軍
は
町
に
火
を
つ
け
て

猛
攻
撃
を
し
、
勝
正
は
た
え
か
ね
て

降
参
し
信
長
の
家
来
に
な
り
ま
し
た
。

織
田
信
長
（
神
戸
市
立
博
物
館
蔵
）

池
田
勝
正
が
追
放
さ
れ
る

　
織
田
信
長
の
家
来
に
な
っ
た
池
田
氏

　
ほ
く
り
く
　
あ
さ
く
ら
し
　
　
た
２
４
　
　
ｊ
２
Ｍ

ｊ
’
ｒ
｛
Ｑ

は
北
陸
の
朝
倉
氏
や
・
帽
馬
、
播
磨
方
面

（
現
在
の
兵
庫
県
）
の
攻
撃
に
参
戦
さ
せ

ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
間
、
池
田
氏
内
部

で
は
、
荒
木
村
重
ら
三
好
氏
に
味
方
す

る
勢
力
が
、
１
５
７
０
年
、
勝
正
を
追

放
し
て
織
田
に
味
方
す
る
勢
力
を
排
除



し
ま
し
た
。
池
田
氏
は
再
び
三
好
氏
の

味
方
に
な
り
ま
し
た
。

池
田
城
が
廃
城
に
な
る

　
荒
木
村
重
は
主
の
池
田
勝
正
追
放
の

　
　
　
　
　
　
お
レ
ー
ー
う
と
　
ぐ
げ
だ
レ
ー
・
乞
ま
さ

後
、
勝
正
の
弟
の
池
田
知
正
を
城
主

に
し
、
池
田
城
を
支
配
し
ま
し
た
。
そ

わ
た
し

ほ

ろ

の
後
、
高
槻
の
和
田
氏
や
茨
木
氏
を
滅

ぼ
し
て
支
配
地
を
広
げ
ま
し
た
。

荒
本
村
祖
（
伊
丹
市
立
博
物
館
蔵
）

　
１
５
７
３
年
、
村
里
は
突
如
、
織
田

信
長
の
家
来
に
な
り
、
摂
津
守
と
し
て

信
長
か
ら
摂
津
国
の
支
配
を
任
さ
れ
て

戦
国
大
名
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、

翌
年
に
は
伊
丹
氏
を
倒
し
て
伊
丹
に

有
岡
城
を
築
き
、
池
田
城
か
ら
有
岡
城

に
摂
津
国
支
配
の
拠
点
を
移
し
ま
し

た

　
こ
う
し
て
、
池
田
城
は
廃
城
と
な
り

ま
し
た
。
廃
城
後
、
池
田
畑
正
、
養
子

　
い
け
だ
さ
ん
く
ろ
う
　
　
い
け
だ
い
ら
ぞ
く

の
池
田
三
九
郎
ら
池
田
一
族
の
一
部
は

池
田
に
い
た
よ
う
で
す
が
、
江
戸
時
代

に
入
る
と
歴
史
か
ら
そ
の
姿
を
消
し
て

し
ま
い
ま
し
た
。

荒
木
村
重
も
滅
び
て
い
っ
た

　
摂
津
田
を
任
さ
れ
て
い
た
村
重
は
、

１
５
７
８
年
、
織
田
総
長
に
敵
対
し
、

信
長

池
田
知
．
―
に
（
人
広
寺
蔵
）

と
争
っ
て
い
た
本
願
寺
、
中
国
地

方
で
大
き
な
力
を
持
っ
て
い
た
毛
利
氏

と
手
を
組
み
ま
し
た
。
怒
っ
た
信
長
は
、

村
重
の
立
て
こ
も
る
有
岡
城
を
包
囲
し
、

白
‥
ら
廃
城
に
な
っ
て
い
た
池
田
城
に
陣

を
敷
き
、
攻
撃
の
拠
点
と
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
有
岡
城
は
町
全
体
を
城
郭
に

し
た
堅
固
で
大
き
な
城
で
あ
っ
た
た
め
、

織
田
軍
は
な
か
な
か
攻
め
落
と
す
こ
と

が
で
き
ず
、
攻
防
は
１
年
以
上
も
続
き

ま
し
た
。
や
が
て
、
頼
み
の
毛
利
方
の

援
軍
も
な
く
有
岡
城
の
兵
力
は
衰
え

は
じ
め
、
村
重
は
城
を
脱
出
、
主
を

失
っ
た
有
岡
城
は
落
城
し
、
妻
や
子

ら
は
捕
ら
え
ら
れ
て
処
刑
さ
れ
ま
し
た
。

　
織
田
信
長
の
信
頼
を
得
て
い
た
荒
水

村
重
が
な
ぜ
信
長
を
裏
切
っ
て
し
ま
っ

た
の
か
、
か
な
ら
ず
し
も
明
ら
か
に

さ
れ
て
は
い
ま
ぜ
ん
。



IS70年､勝正

追放の時に殺害

される。

－
Ｉ

史料から見た池田氏の関係
呉庭荘の中で力をつけた一族

　　？
｢-｀¬
藤
原
政
長

o）sござ型

②池田筑後守貞正

　　　｜（~1508）

池田弾正忠久宗
　当時の史料では確認

できず.iliFと|吽一人

物と陥定さtlる。

⑤池田筑後守信正

マリアは信正の

娘と推定

(～1548)

教
仙
坊

(僧?)

一 一 －

池田弾正蔵人親政

-

ﾘ也田伊賀守正能

ｉ池田正存

円也田佐渡入道

沙弥道智

→¬
藤
原
宗
綱

藤
原
政
信

三好政長の娘

⑥池田筑後守長正4

　　　　(~1563か)

補佐

ｊ

　池田寿正

　　　｜

池田民部丞綱正

(~1489･賀茂村代官)

④池田民部丞正棟

　　　　(~1519か)

藤
原
景
正

(連歌の会を主催または参加)

　池田正誠(~1488)

　　　　｜

池田若狭守正腫

(木代荘･中河原代官)

　　　　｜

池田遠江守正盛

(兵庫助･朝川寺領代官?)

池田四人衆

池田鴎右衛門正村（~1563）

池田十郎次郎正朝

池田山城守基好（~15G3）

池田紀伊守疋秀

村重の配下に

⑧池田備後守知正

　　　(1555～16()4)

(1

こyて

3)T＝余野のクロン殿

池田備後守光重

ジュスタ 高山右近

(1552～1614)

他紋丸

(その後の動向不明)

池田伊賀守{最初の摂津井於新荘代官}

　　｜

池田和泉守(天文年間の摂津井於新荘代官)

1563年､正利､基好

が殺される｡長正の

跡目争いか

(織田方)
一 一 一 一

池田正村､基好の後に池田四人衆に加わる

■㎜■㎜■㎜■四■㎜■㎜■㎜-㎜凰㎜-㎜■皿■㎜a･-==＝=＝=＝=＝=＝=.J
池田紀伊守(清貧斎)が池田二十一人のメンバーに入るか不明

○数字は城主の順序を示す

｜…親子･兄弟

レ‥親子もしくは近い関係

池田三九郎(知正の養子に)

(1555~1604)



弘安7年（1284）

貞治２年（1364）

永享8年（1436）

応仁尾年（1467）

文明元年（1469）

文明」.9年（1487）

氷正４年（巧07）

永il｛5年（1508）

永止16年（1519）

永正17年（1520）

大永6年（1526）

亨禄4年（1531）

寧禄5年（1532）

天文10年0541）

池田氏関係年表
7月、｢勝尼寺文φl｣に池田右近尉藤原改長の名がみえる〈史料に池田氏が登場〉

６月、池田親政が賀茂村(川西山｀)の半済をあてがわれていたＣ将軍足和義詮御教書案｡)

勝尾寺l‾歳末巻数賦日記｣に池田氏が有力国人として９場(｢勝尼寺文書｣)

６月、応仁の乱が勃発｡西軍大内軍の上洛にあたり池田氏､三宅氏ら摂津国人は大内方に降伏する(|応仁記))

７月、大内軍4』4上洛｡池田城を攻撃し落城させる｡大内軍はしばらく池田城に駐留し10月に撤退するぐ‾大乗院号雌大

佃iFﾛ己|)

３月、政党一行が池田の倉､底をみて驚く((政覚大弐IEﾓ記｡)

6月、細|||政元､一之派の香西j1;春らに暗殺される｡その後､澄之と澄元､澄之没後は蔵元と高国が家督を争う。

５月、細川高国軍が澄元に味方する池田氏の池日』城を攻撃､池LI』正盛が高田に寝返り落城｡貞jj五は自害((公方両将記_)

10J｣、池田貞正の了･(信正と推定)が有馬で挙兵｡細川澄元より豊島郡の支配を任せられ弾正忠を賜る(｢公方向将記｣)

２月、紀]川高田は越水城の後詰めのため池LI]城に入るが､澄八方の２好之羨に攻められ退却｡しかし、５月の等持寺の

戦いで之長を敗死させる｡涅元は敗走((公方両将記j)

この聞､信正が澄元方から高国方へ鞍替えし池田城へ入城したものと推定されるｰ

12J]、池田但正､細川高国の命令でハ上城の波多野氏を攻めるものの､高国を裏切る(｢細川両家記｣)

３月、細川高国が伊丹城､地口]城を落城させる｡６月、高国が天=F寺の戦いで敗北｡尼崎大物にて捕らえらｫ1自刀

(｢細川両家記｣)

8J｣、一|詞宗が池Ｉ城包囲。12月、池田、伊丹が同盟して根津下部の真宗道場を放火((細川両家記_)

９月、塩川伯誉守､波多野氏が晴元へ反旗を無す｡塩川の馥る一蔵城を三好長座らが包囲｡伊丹、ゴ宅､木沢農政ら塩川

を応援｡池E土｣氏は一孤城へ出陣せず池田城へ龍城｡三好軍撤退後､木沢は池田方の原田城を攻撃(‾細川両家記))

天文15年(15461　8月、池田伍正は遊佐長教の調略により細川晴元に背き｡細川高国の養子氏網につく｡晴元方の三好加助､伊丹衆らが

　　　　　　　　　池田の市庭を放火する(｢細川両家記｣)　　　　　　　　。

天文17年(1548)　5月、信正は細川晴元に寝返りを許されず自害させられる｡ごれを慢に池田より｡ﾓ好政拠･派を追放｡池田氏は細川氏綱に

　　　　　　　　　つく(‾吉'継勁記))

天文18年(1549)　n=|、三好政長が多Ｉ衆を引き連れて反哨九方になった地口]を攻め市場を放火する(｢細川両家記｣)

天文22年(1553)　8月、細川晴元方の浪大衆が多田塩川衆とともに池出に攻め入る(｢細川両家記｣)

永禄2年(1559)　6J]、三好長慶と摂津国人らが畠山高政一安見宗房攻撃｡7J]、池田衆が安見方の遊佐衆に打ち勝つ(｢細川両家記｣)

永禄6年(1563)　3月、池田で内紛があり他日』四人衆のうち2人が殺害される(｢営繕卿記｡ほか｣

米価10年(1567)　10月、三好三人衆､松永久秀との争いで池田勝正が奈良東大寺辺へ出陣｡三人衆が陣取る東大寺へ松永衆が攻め入り

　　　　　　　　　大仏殿が炎卜('細川両家記))

米価11年(1568)　9月、織田但長上洛｡その後摂津に侵攻し池田勝正降伏(｢儒艮公記｣ほか)。勝正は伊丹親興､和LL｣惟政とともに摂津三守

　　　　　　　　　趨になる('絞応仁後IE3))

　　　　　　　　　8月、池田、伊丹衆が織田軍とともに但馬へ出兵。１０月、池田､伊丹､和田衆が播磨へ出兵((細川両家記|)

元免元年(1570)　4H、儒瓦の朝倉攻めに池田勝正軍3､000人が同行Ｇ吉雄勁記｣)

　　　　　　　　　６月、池[I]二十･人衆､池LE]豊後守､周防守両人を自害させて勝止を追放する｡勝正は三好義雄に従い上洛｡池田城には

　　　　　　　　　三好長逸､石成友通らが入る(7澄雄卿記))

元亀２年(1571)　8月、細川藤孝が池U｣城を攻める｡池田勝正は原田城へ入る(｢元亀二年記｣)

　　　　　　　　　８月、荒木村重が池田衆を率いて和田惟政､茨木祖朝を滅ぼす(フロイス｢日木史13

天TF元年(1573)　3月、高山重友･右近が和田惟長を滅ぼす(ﾌﾛｲｽ｢日本史｣)。同月、村重､細川藷孝が伍長に忠誠を示す円1長公記｣り

　　　　　　　　　７月、足利義昭が信拠に降伏する｡この月までに村重が摂津守に任じられる｡浅井･朝倉滅亡((忖拠公記|)

天正2年(1574)　11月、村重が伊丹を倒し伊丹へ入り､池田城が廃城したと推定される。

天正3年(1575)　4月、島津家久が池田城が廃城になっていることを口記に記す(｢申書家久公御上京日記｣)

天正6年(1578)　10月、村重謀反を起こし有岡城に龍城｡儒長は有司城攻めのため｢古池田｣に呻を敷く(｢伝長公記｣)

天I丘7年(1579)　12J=|、有『同城落城｡村垂の妻ｊらが処刑される(｢但長公記｣)

発行日　平成20年7月15日

発　行　池田市城南1丁目1番1号

　　　　池田市教育委員会

編　集　教育部生涯学習推進室社会教育課
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