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古
文
書
に
は
、

古
文
書
に
は
、
文文ぶ

ん
め
い

ぶ
ん
め
い明明
年
間
年
間

（（

１
４
６
９
〜
８
７

１
４
６
９
〜
８
７））

に
久
慈

に
久
慈

備備び
ぜ
ん
の
か
み
の
ぶ
ざ
ね

び
ぜ
ん
の
か
み
の
ぶ
ざ
ね

前
守
信
実

前
守
信
実
がが
八八よ

う
か
だ
て

よ
う
か
だ
て

日
館
日
館
（
久
慈

（
久
慈

城
）
に
居
城
し
た
と
い
う
記
録

城
）
に
居
城
し
た
と
い
う
記
録

が
あ
り
、
信
実
が
居
城
し
た
後

が
あ
り
、
信
実
が
居
城
し
た
後

は
、
久
慈
氏
が
代
々
居
城
し
た

は
、
久
慈
氏
が
代
々
居
城
し
た

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

天天て
ん
し
ょ
う

て
ん
し
ょ
う正正
1919
年
（
１
５
９
１
）、

年
（
１
５
９
１
）、

久久く

じ

く

じ慈慈
直直な

お
は
る

な
お
は
る治治
の
代
に
、
南
部
家
の

の
代
に
、
南
部
家
の

後
継
ぎ
を
め
ぐ
り

後
継
ぎ
を
め
ぐ
り
南南な

ん
ぶ

な
ん
ぶ部部
信信の

ぶ
な
お

の
ぶ
な
お直直
とと

九九く
の
へ

く
の
へ戸戸
政政ま

さ
ざ
ね

ま
さ
ざ
ね実実
が
争
っ
た
「

が
争
っ
た
「
九
戸
九
戸
一一

揆揆
」
が
起
き
、
久
慈
直
治
は
九

」
が
起
き
、
久
慈
直
治
は
九

戸
政
実
に
つ
き
戦
い
ま
し
た
。

戸
政
実
に
つ
き
戦
い
ま
し
た
。

　

久
慈
城
跡
は
昭
和

久
慈
城
跡
は
昭
和
4848
年
に
久
慈
市
指
定
史
跡
と
な
り
、

年
に
久
慈
市
指
定
史
跡
と
な
り
、

久
慈
市
を
代
表
す
る
史
跡
と
し
て
保
護
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、

久
慈
市
を
代
表
す
る
史
跡
と
し
て
保
護
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、

そ
の
文
化
財
的
価
値
が
認
め
ら
れ
令
和
４
年
４
月
８
日
付
け
で

そ
の
文
化
財
的
価
値
が
認
め
ら
れ
令
和
４
年
４
月
８
日
付
け
で

岩
手
県
の
指
定
史
跡
に
決
定
し
ま
し
た
。

岩
手
県
の
指
定
史
跡
に
決
定
し
ま
し
た
。

　

久
慈
城
跡
は
、
大
川
目
町

　

久
慈
城
跡
は
、
大
川
目
町
新新
町町
に
所
在
す
る
戦
国
時
代
の

に
所
在
す
る
戦
国
時
代
の
山山や

ま
じ
ろ

や
ま
じ
ろ城城

で
、
久
慈
地
方
の

で
、
久
慈
地
方
の
領
主
領
主
で
あ
っ
た
久
慈
氏
が
居
城
し
ま
し
た
。

で
あ
っ
た
久
慈
氏
が
居
城
し
ま
し
た
。

　

九
戸
方
は
善
戦
し
ま
し
た
が
、

　

九
戸
方
は
善
戦
し
ま
し
た
が
、

南
部
信
直
に

南
部
信
直
に
豊
臣
豊
臣
秀
吉
秀
吉
が
派
遣

が
派
遣

し
た
軍
勢
が
つ
き
、
総
勢
６
万

し
た
軍
勢
が
つ
き
、
総
勢
６
万

と
も
と
も
1010
万
と
も
い
わ
れ
る
大
軍

万
と
も
い
わ
れ
る
大
軍

を
相
手
に
、
５
千
人
の
九
戸
方

を
相
手
に
、
５
千
人
の
九
戸
方

は
九
戸
城
に

は
九
戸
城
に
籠
城
籠
城
し
攻
防
戦
と

し
攻
防
戦
と

な
り
ま
し
た
。

な
り
ま
し
た
。

　

九
戸
城
は
守
り
の
固
い
要
害

　

九
戸
城
は
守
り
の
固
い
要
害

の
城
で

の
城
で
難難な

ん
こ
う
ふ
ら
く

な
ん
こ
う
ふ
ら
く

攻
不
落

攻
不
落
で
あ
り
、
豊

で
あ
り
、
豊

臣
・
南
部
方
の
大
軍
は
攻
め
き

臣
・
南
部
方
の
大
軍
は
攻
め
き

れ
ず
に
い
た
た
め
、
豊
臣
方
の

れ
ず
に
い
た
た
め
、
豊
臣
方
の

浅
野
長
政

浅
野
長
政
は
偽
り
の
和
議
の
策

は
偽
り
の
和
議
の
策

略
を
図
り
ま
し
た
。

略
を
図
り
ま
し
た
。
九
戸
方
は

九
戸
方
は

こ
れ
を
受
け
入
れ
て
開
城
し
ま

こ
れ
を
受
け
入
れ
て
開
城
し
ま

す
が
、
九
戸
政
実
や
久
慈
直
治

す
が
、
九
戸
政
実
や
久
慈
直
治

ら
の
武
将
は
捕
ら
わ
れ
の
身
と

ら
の
武
将
は
捕
ら
わ
れ
の
身
と

な
り
、

な
り
、
栗栗く

り
は
ら
ぐ
ん
さ
ん
の
は
ざ
ま

く
り
は
ら
ぐ
ん
さ
ん
の
は
ざ
ま

原
郡
三
迫

原
郡
三
迫
（
宮
城
県

（
宮
城
県

栗
原
栗
原
市市
）
で
処
刑
さ
れ
ま
す
。

）
で
処
刑
さ
れ
ま
す
。

　

久
慈
氏
の
直
系
は
滅
亡
し
、

久
慈
氏
の
直
系
は
滅
亡
し
、

久
慈
城
も
取
り
壊
し
と
な
り
ま

久
慈
城
も
取
り
壊
し
と
な
り
ま

し
た
。
天
正

し
た
。
天
正
2020
年（
１
５
９
２
）

年（
１
５
９
２
）

の
古
文
書
に
は
「
久
慈
山
城
破

の
古
文
書
に
は
「
久
慈
山
城
破

却
」
と
あ
り
ま
す
。

却
」
と
あ
り
ま
す
。

久
慈
城
の
歴
史


