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政
宗
は
屋
敷
と
称
し
て
晩
年
二
つ
目
の
城

を
城
下
東
南
部
に
築
城
し
ま
し
た
。
こ
の
若

林
城
跡
は
、
現
在
そ
の
ま
ま
宮
城
刑
務
所
と

な
っ
て
い
ま
す
。
築
城
と
と
も
に
家
臣
た
ち

も
城
の
周
り
に
屋
敷
を
移
し
、
新
た
な
城
下

町
が
で
き
ま
し
た
。
古
城
、
南
小
泉
地
区
に

は
、
若
林
城
の
向
き
と
同
じ
方
向
の
道
路
や

土
地
割
り
が
広
範
囲
に
認
め
ら
れ
、
当
時
の

町
の
様
子
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。

　
最
初
に
つ
く
ら
れ
た
城
下
町
は
現
在
の
仙

台
駅
か
ら
五
橋
の
辺
り
ま
で
で
、
こ
れ
よ
り

東
側
は
若
林
城
築
城
以
降
に
つ
く
ら
れ
た
新

し
い
城
下
町
な
の
で
す
。
政
宗
が
町
の
発
展

を
予
見
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
、
若
林
城
の

築
城
を
契
機
に
城
下
町
は
東
南
部
に
大
き
く

拡
大
し
ま
し
た
。

　
城
下
町
仙
台
は
、
仙
台
城
築
城
期
の
町
と

若
林
城
に
伴
う
副
都
心
と
も
い
え
る
町
の
二

つ
が
合
体
し
て
出
来
上
が
っ
て
い
ま
す
。
宮

町
か
ら
清
水
小
路
を
結
ぶ
線
を
境
に
街
路
や

　
町
の
大
半
を
占
め
て
い
た
侍
屋
敷
は
、

居い

ぐ

ね
久
根
と
呼
ば
れ
る
屋
敷
林
で
囲
ま
れ
て
い

た
こ
と
か
ら
、
町
中
が
森
の
よ
う
な
景
観
を

呈
し
、「
杜
の
都
」
の
由
来
と
な
り
ま
し
た
。

太
平
洋
戦
争
末
期
の
空
襲
で
、
市
街
中
心
部

は
一
夜
に
し
て
焼
け
野
原
に
な
り
、
屋
敷
割

り
は
焼
失
し
て
町
の
様
子
は
一
変
し
ま
し
た

が
、
戦
後
の
復
興
で
は
街
路
区
画
で
あ
る
町

割
り
の
大
半
は
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
た
の
で

す
。
現
在
の
市
街
地
の
多
く
は
城
下
町
由
来

の
道
で
、
城
下
町
の
名
残
は
痕
跡
と
し
て
街

中
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　
仙
台
の
中
心
部
は
、
藩
政
期
の
街
路
が
残

る
「
城
下
町
博
物
館
」
と
も
い
え
、
侍
や
町

人
た
ち
の
息
づ
か
い
が
街
角
の
至
る
と
こ
ろ

で
感
じ
ら
れ
ま
す
。
見
過
ご
し
て
い
た
「
江

戸
時
代
の
落
と
し
物
」
を
探
し
に
、
城
下
絵

図
を
手
に
町
へ
出
ま
し
ょ
う
。

　
仙
台
城
は
、
天
然
の
要
害
と
も
い
え
る
青

葉
山
の
東
端
に
造
ら
れ
ま
し
た
。
築
城
時
、

伊
達
藩
は
、
上
杉
方
と
の
間
で
緊
張
状
態
に

あ
り
、
戦
闘
用
の
山
城
を
急
ぎ
造
る
必
要
が

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
政
宗
は
、
水
堀
や
高

石
垣
で
囲
ん
だ
平
城
で
は
な
く
、
深
い
森
や

急き
ゅ
う
し
ゅ
ん峻

な
崖
な
ど
の
自
然
地
形
を
読
み
、
こ
れ

を
生
か
し
て
、
短
い
工
期
で
難
攻
不
落
の
山

城
を
築
い
た
の
で
す
。

　
広
瀬
川
を
外
堀
に
見
立
て
、
城
下
町
は
東

側
の
段
丘
台
地
の
上
に
独
立
し
て
つ
く
ら
れ

ま
し
た
。
大
町
か
ら
名
掛
丁
へ
と
東
に
延
び

て
ゆ
く
大
手
筋
の
通
り
を
東
西
幹
線
に
、
大

町
三
丁
目
の
芭
蕉
の
辻
で
直
交
す
る
奥
州
街

二
つ
の
城
と
二
つ
の
城
下
町

●
本
稿
で
は
、
学
術
研
究
の
立
場
か
ら
歴
史
上
の
人
名

に
敬
称
を
付
し
て
い
ま
せ
ん

道
を
南
北
幹
線
に
定
め
、
城
下
町
の
東
西
、

南
北
の
基
準
線
と
し
ま
し
た
。
城
下
町
の
街

区
は
、
こ
の
辻
を
中
心
に
碁
盤
目
状
の
街
路

に
よ
っ
て
出
来
上
が
っ
て
い
ま
す
。

土
地
割
り
の
方

向
が
大
き
く
変

わ
る
仙
台
の
町

の
特
異
な
構
成

は
、
五
橋
の
福

祉
プ
ラ
ザ
前
の

Ｙ
字
路
で
体
感

で
き
ま
す
。

消
え
た
屋
敷
割
り
と
残
っ
た

町
割
り

青
葉
区
版


