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永
正
一
四
年
（
一
五
一
七
）、
奥
州
の
宗
済
を
口
説
き

落
と
し
た
真
里
谷
信
勝
は
、
遂
に
彼
を
城
内
に
招
き
入

れ
た
。
上
座
に
勧
め
ら
れ
る
と
、
宗
済
は
躊
躇
な
く
腰

を
下
ろ
し
た
。 

「
古
河
公
方
で
は
も
は
や
関
東
を
統
べ
る
こ
と
叶
い
ま

せ
ぬ
。
宗
済
様
、
こ
の
う
え
は
何
卒
還
俗
な
さ
り
、
新

し
い
秩
序
と
な
ら
れ
ま
す
よ
う
」 

 

真
里
谷
信
勝
の
囁
く
こ
の
言
葉
に
、
い
ち
い
ち
頷
き

な
が
ら
、
宗
済
の
胸
中
は
放
浪
の
な
か
で
目
撃
し
た
、

戦
乱
に
疲
弊
し
た
多
く
の
名
も
な
き
民
た
ち
の
、
怨
嗟

が
渦
巻
い
て
い
た
。
古
河
公
方
家
の
父
子
対
立
の
折
、

宗
済
は
兄
・
高
基
に
附
い
た
。
し
か
し
、
ど
こ
か
一
致

す
る
考
え
と
異
な
り
、い
つ
し
か
袂
を
分
か
っ
て
い
た
。

確
か
に
、
こ
の
ま
ま
古
河
公
方
や
関
東
管
領
が
主
導
権

を
握
っ
て
も
、
関
東
に
暮
ら
す
民
を
潤
わ
せ
る
こ
と
な

ど
、
夢
の
ま
た
夢
で
あ
っ
た
。 

宗
済
は
幼
く
し
て
僧
籍
に
い
た
。
鎌
倉
と
い
う
世
間

か
ら
隔
離
さ
れ
た
文
化
と
仏
門
の
牢
獄
に
あ
っ
て
、
精

進
料
理
と
禁
欲
の
煩
わ
し
さ
だ
け
の
不
自
由
し
か
知
ら

ず
に
成
長
し
た
。
こ
う
し
て
鎌
倉
を
飛
び
出
し
て
諸
国

を
さ
す
ら
う
こ
と
数
年
、
名
も
な
い
民
の
苦
し
さ
や
悲

し
さ
、
そ
し
て
理
不
尽
な
死
を
、
直
接
目
の
あ
た
り
に

し
て
き
た
の
で
あ
る
。 

近
臣
の
言
葉
以
外
に
世
の
中
を
知
ろ
う
と
し
な
い
父

や
兄
と
違
い
、
宗
済
は
直
接
野
を
歩
き
、
そ
し
て
視
て

聴
い
た
。
上
杉
も
然
り
、
偏
っ
た
貴
種
に
あ
り
が
ち
な

曇
り
眼
の
な
か
に
い
る
。
こ
れ
で
は
民
衆
の
真
実
が
、

見
え
る
筈
も
な
い
。 

世
の
中
に
は
、
本
音
と
建
て
前
が
あ
る
。 

武
士
の
生
活
は
建
前
と
体
面
に
支
え
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
屋
台
骨
は
無
辜
の
民
が
背
負
っ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
を
知
る
者
と
知
ら
ぬ
者
が
い
る
。
古
河
公
方
も
関
東

管
領
も
、
こ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
。
そ
し
て
、
宗
済
は

知
っ
て
い
る
。 

ゆ
え
に
真
里
谷
信
勝
の
も
と
へ
身
を
寄
せ
る
う
え
で
、

導
き
出
さ
れ
る
そ
の
覚
悟
は
、
自
ず
と
定
め
て
い
た
。 

「
我
が
御
所
は
い
ず
こ
か
」 

宗
済
は
囁
く
よ
う
に
問
う
た
。
さ
れ
ば
と
、
信
勝
は

前
置
き
し
て
か
ら 

「
小
弓
に
て
」 

と
大
声
で
返
答
し
た
。 

「
小
弓
は
原
ず
れ
の
城
で
あ
る
。
あ
れ
を
く
れ
る
と
い

う
の
か
？
」 

「
あ
れ
こ
そ
御
所
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
か
と
」 

 

確
か
に
小
弓
は
上
総
の
拠
点
と
し
て
は
、
よ
き
立
地

に
あ
っ
た
。
こ
こ
に
宗
済
が
腰
を
下
ろ
せ
ば
、
原
も
、

千
葉
も
、
迂
闊
に
は
動
け
な
く
な
る
だ
ろ
う
。 

 

真
里
谷
信
勝
は
転
が
り
込
ん
だ
錦
の
御
旗
を
、
惚
れ

惚
れ
と
見
上
げ
る
の
で
あ
っ
た
。 

 

宗
済
が
真
里
谷
信
勝
の
も
と
に
庇
護
さ
れ
た
こ
と
は
、

古
河
公
方
を
は
じ
め
上
杉
一
族
に
も
知
れ
渡
っ
た
。
当

然
、
千
葉
氏
や
原
氏
そ
し
て
里
見
氏
に
も
、
で
あ
る
。 

 

既
に
剃
髪
を
止
め
て
い
た
宗
済
は
、
こ
こ
で
乱
れ
て

い
た
髪
を
整
え
、
髷
を
結
い
直
す
と 

「
右
兵
衛
佐
義
明
」 

と
、
そ
の
名
を
改
め
た
。 

そ
し
て
古
河
公
方
父
子
の
争
乱
と
は
別
の
、
新
た
な

る
関
東
の
秩
序
を
宣
言
し
、
そ
の
盟
主
に
な
る
旨
を
、

近
隣
に
布
告
し
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
こ
と
に
衝
撃
を
受
け
た
の
は
、
古
河
公
方
・
足

利
高
基
だ
っ
た
。
先
年
、
父
・
政
氏
か
ら
公
方
職
を
譲

り
受
け
て
、こ
れ
か
ら
と
い
う
矢
先
の
出
来
事
で
あ
る
。

久
喜
の
政
氏
も
こ
の
こ
と
を
知
り
、
大
い
に
嘆
い
た
。 

「
あ
れ
は
幼
少
よ
り
激
し
い
気
性
の
子
で
あ
っ
た
。
ゆ

え
に
将
来
は
足
利
家
の
家
督
に
問
題
を
生
じ
る
も
の
と

考
え
、
早
く
か
ら
鎌
倉
に
預
け
て
お
い
た
の
だ
。
還
俗

と
称
し
て
古
河
を
訪
れ
て
き
た
あ
の
と
き
、
儂
は
早
く

出
家
に
戻
っ
て
欲
し
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
あ
の
子
に
冷

た
く
接
し
て
き
た
。
な
の
に
、
あ
あ
、
ど
う
し
て
こ
ん

な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
…
…
よ
う
や
く
足
利

公
方
家
の
争
乱
も
治
ま
ろ
う
か
と
い
う
こ
の
と
き
に
な

っ
て
…
…
親
不
孝
者
め
、
愚
か
者
め
！
」 

激
し
く
虚
空
へ
思
い
の
丈
を
吐
き
捨
て
た
。 

 

政
氏
が
諸
国
へ
発
し
た
言
葉
は 

「
古
河
の
公
方
こ
そ
正
当
な
る
関
東
公
方
な
り
。
昨
今

の
偽
公
方
の
虚
言
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
か
れ
」 

と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

さ
し
ず
め
真
里
谷
信
勝
を
臣
下
と
置
い
た
足
利
義
明

に
と
っ
て
、
次
に
臣
従
を
頼
る
べ
き
相
手
は
、
里
見
義

豊
で
あ
っ
た
。
こ
の
要
請
に
対
す
る
義
豊
の
心
中
は
不
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満
こ
の
う
え
な
か
っ
た
。 

「
な
ん
と
い
う
理
不
尽
な
こ
と
や
あ
る
」 

と
、
こ
の
こ
と
に
対
し
当
初
は
義
豊
に
応
じ
る
態
度
が

皆
無
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
応
じ
る
べ
し
と
主

張
し
た
の
は
、
白
浜
城
の
里
見
義
通
、
そ
れ
に
義
通
の

息
が
掛
か
る
奉
行
衆
で
あ
っ
た
。 

足
利
政
氏
と
高
基
が
和
解
し
た
際
、
里
見
義
豊
は
高

基
支
持
の
立
場
で
あ
り
な
が
ら
軽
視
さ
れ
て
い
た
。
そ

れ
は
義
通
が
政
氏
支
持
を
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。 

古
河
公
方
と
し
て
、
高
基
は
支
持
を
得
ら
れ
な
か
っ

た
こ
と
を
根
に
持
つ
だ
ろ
う
。
里
見
氏
は
信
頼
に
あ
た

ら
ぬ
。
き
っ
と
そ
う
思
っ
て
い
る
。 

今
更
尻
尾
を
振
っ
て
な
ん
と
す
る
。 

高
基
に
こ
だ
わ
る
義
豊
の
考
え
は
狭
い
。 

例
え
里
見
の
当
主
が
表
向
き
替
わ
っ
た
と
し
て
も
、

義
通
が
隠
居
し
て
い
よ
う
と
も
、
高
基
は
執
念
深
い
だ

ろ
う
。 

だ
っ
た
ら
、
い
っ
そ
小
弓
の
新
興
勢
力
と
の
駆
引
き

こ
そ
、
里
見
の
立
場
を
明
確
に
置
く
こ
と
が
適
う
に
相

違
な
い
。 

義
通
の
考
え
は
高
度
な
政
治
的
な
見
地
に
あ
る
。 

義
豊
に
は
、
そ
う
い
う
御
家
の
た
め
の
都
合
と
世
間

体
に
つ
い
て
、
考
え
る
頭
が
な
い
。
そ
の
こ
と
を
、
実

堯
が
稲
村
城
に
赴
き
、
こ
ん
こ
ん
と
諭
し
た
。 

「
殿
は
か
つ
て
、
鎌
倉
の
雪
下
殿
と
懇
意
に
さ
れ
て
お

ら
れ
ま
し
た
な
」 

「
た
し
か
に
」 

「
右
兵
衛
佐
殿
は
か
つ
て
の
雪
下
殿
別
当
、
そ
の
義
理

は
、
重
う
ご
ざ
り
ま
す
」 

 

里
見
実
堯
の
言
葉
に
、
義
豊
は
忌
々
し
そ
う
に
頭
を

振
っ
た
。 

「
儂
が
懇
意
と
し
て
い
た
の
は
文
化
の
交
流
。
こ
の
よ

う
な
立
場
で
懇
意
に
な
り
た
い
な
ど
と
は
、
全
く
考
え

て
は
お
ら
な
ん
だ
」 

「
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
屁
理
屈
が
罷
り
通
る
こ
と
は

ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
」 

 

義
豊
は
大
き
な
溜
息
を
吐
い
た
。 

「
あ
あ
、
こ
ん
な
こ
と
に
な
る
な
ら
雪
下
殿
と
は
仲
良

く
す
る
の
で
は
な
か
っ
た
」 

「
誰
も
が
そ
の
よ
う
な
打
算
的
に
な
る
。
だ
か
ら
今
の

世
は
乱
れ
て
お
る
の
で
す
」 

「
そ
の
よ
う
な
こ
と
」 

 

知
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
義
豊
の
言
葉
は
、
口
に
出

す
以
前
に
、
実
堯
に
制
さ
れ
た
。 

「
殿
は
義
理
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ
」 

「
義
理
？
」 

「
そ
う
で
す
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
殿
の
正
義
は
貫
け
ま

せ
ん
ぞ
」 

「
正
義
？
」 

「
正
義
と
は
不
義
に
な
ら
ぬ
た
め
の
当
主
の
義
理
。
こ

れ
を
守
れ
ぬ
者
か
ら
は
、
在
地
豪
族
も
心
離
れ
て
し
ま

う
も
の
」 

 

実
堯
の
申
し
様
は
語
尾
が
強
く
、
義
豊
は
つ
い
つ
い

口
籠
も
っ
た
。 

「
正
義
あ
る
当
主
に
人
が
集
う
、
よ
く
よ
く
覚
え
て
下

さ
り
ま
せ
」 

「
…
…
」 

 

義
豊
は
口
を
噤
ん
だ
。〈
一
統
〉
な
ら
ば
こ
の
よ
う
な

煩
い
も
な
い
。
そ
の
不
自
由
さ
を
、
決
し
て
露
わ
に
せ

ず
噛
み
締
め
て
い
た
。 

 

こ
の
の
ち
、
真
里
谷
城
へ
は
里
見
実
堯
と
正
木
通
綱

が
赴
き
、
足
利
義
明
へ
の
臣
従
を
口
上
し
た
。
使
者
と

し
て
は
申
し
分
の
な
い
二
人
に
、
義
明
は
満
足
そ
う
に

頷
い
た
。 

＋
＋
＋
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