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岡
山
県
古
文
書
集
（
第
一
輯
・
第
二
輯
）

　
本
書
は
岡
山
大
学
の
藤
井
。
水
野
両
氏
の
指
導
の

下
に
、
岡
山
大
学
の
助
手
学
生
諸
君
が
参
加
協
力
し

て
、
岡
山
県
下
の
寺
社
潤
家
に
伝
存
さ
れ
て
い
る
古

文
書
を
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
部
は
既
に

東
大
史
料
編
纂
所
に
影
写
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る

が
、
ま
だ
影
写
さ
れ
て
い
な
い
も
の
、
叉
は
新
瞥
見

の
史
料
を
も
多
く
含
ん
で
い
る
。
第
一
輯
が
出
版
さ

れ
た
の
は
既
に
一
昨
年
春
の
ご
と
で
あ
る
が
、
今
圓

第
二
輯
が
刊
行
さ
れ
た
の
を
機
会
に
、
両
雀
併
せ
て

こ
こ
に
そ
の
概
略
を
紹
介
し
た
い
と
思
う
。
．

　
第
一
輯
に
収
録
す
る
も
の
は
、
備
前
安
養
寺
文

書
、
美
作
豊
楽
寺
文
書
・
志
呂
神
社
文
書
・
備
申
継

松
寺
文
書
・
荘
家
文
書
・
柳
井
家
交
書
等
の
二
〇
七

点
、
第
二
輯
に
は
備
申
金
山
寺
文
讐
・
本
蓮
寺
文
書
・

長
法
寺
文
書
・
原
発
文
書
・
吉
備
津
神
社
文
書
・
美

作
木
山
寺
文
書
・
赤
堀
氏
所
蔵
文
書
等
の
五
八
二
点

が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
配
所
聾
者
の
賂
史
及
び
各
文

書
の
惟
格
な
ど
に
つ
い
て
は
、
舷
頭
に
附
せ
ら
れ
て

い
る
懇
切
な
解
題
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

元
来
編
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
、
　
「
山
陽
地
方
の

荘
園
研
究
」
で
あ
り
、
本
書
は
そ
の
基
礎
作
業
の
一

環
と
し
て
編
纂
さ
れ
て
い
る
為
に
、
轟
然
中
世
文
書

に
重
点
が
お
か
れ
て
は
い
る
が
、
近
世
文
書
も
重
要

な
も
の
は
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
近
世
へ
の
見
通

し
を
つ
け
る
に
は
事
欠
か
な
い
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て

い
る
。
収
載
さ
れ
た
各
交
書
は
或
い
は
中
央
の
政
治

籍
勢
を
端
的
に
反
映
し
、
或
い
は
こ
の
地
方
の
社
会

経
済
史
襟
開
の
鍵
と
な
り
、
叉
は
地
方
寺
社
と
在
地

と
の
結
付
き
を
深
す
な
ど
夫
々
に
貴
重
な
意
昧
を
も

つ
も
の
で
あ
る
。
以
下
寓
目
し
た
も
の
の
申
か
ら
二

三
の
輿
料
を
摘
評
し
て
紹
介
し
て
み
よ
う
。

　
安
養
寺
文
書
は
寺
領
に
関
す
る
も
の
が
中
心
と
な

っ
て
い
る
。
就
巾
正
元
一
一
年
の
豊
田
素
地
滋
藤
原
某

寄
進
状
は
、
年
号
に
若
干
疑
問
は
あ
る
が
、
「
北
条

泰
時
に
対
す
る
御
報
恩
の
志
は
地
頭
方
に
お
い
て
殊

に
甚
深
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
預
所
の
奉
免
な
く
と

も
燈
油
仏
聖
主
語
の
寄
進
あ
っ
て
然
る
べ
ぎ
と
こ
ろ

適
々
預
所
の
免
符
あ
る
上
は
地
頭
方
も
撫
微
を
停
止

し
て
寄
進
す
る
」
と
述
べ
て
、
さ
き
に
預
所
が
寄
進

し
た
六
町
六
段
の
塔
婆
免
聞
を
自
己
の
名
儀
に
お
い

て
重
ね
て
寄
進
し
た
も
の
で
あ
る
。
或
い
は
新
建
地

頭
か
と
思
わ
れ
る
が
、
預
所
と
地
頭
と
の
関
係
を
示

す
興
昧
あ
る
史
料
と
言
え
よ
う
。
応
仁
三
年
の
丹
生

屋
正
頼
寄
進
状
は
、
長
禄
元
年
十
二
月
申
村
貞
友
等

に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
南
方
帝
王
第
一
宮
及
び
そ
の

際
戦
死
し
た
丹
生
屋
帯
刀
等
の
菩
提
の
為
に
田
三
反

を
寄
進
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
赤
松
氏
の
再
興
と
後

爾
朝
の
動
静
に
関
す
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。

　
金
山
寺
文
書
は
、
在
庁
官
人
・
地
頭
・
武
士
・
甲

乙
人
等
の
寺
領
免
田
に
対
す
る
侵
犯
を
停
止
せ
ら

れ
ん
が
為
に
安
堵
の
圏
裁
を
請
う
た
も
の
、
そ
れ
に

対
す
る
留
守
所
・
六
波
羅
探
題
等
の
下
知
状
、
及
び

寄
進
状
な
ど
が
多
い
。
そ
れ
等
は
す
べ
て
地
方
等
院

が
所
領
の
維
持
保
全
に
如
何
に
苦
心
し
た
か
を
如
笑

に
示
す
史
料
で
あ
る
。

　
本
蓮
寺
文
書
は
室
町
時
代
の
土
地
売
券
叉
は
寄
進

状
を
主
と
す
る
。
そ
の
申
に
は
宝
月
圭
吾
教
授
が
こ

の
地
方
に
お
い
て
夏
大
菱
・
秋
大
豆
・
蕎
麦
の
三
毛

作
が
行
わ
れ
て
い
た
例
と
し
て
引
証
さ
れ
た
文
明
八

年
の
柘
植
経
光
等
売
券
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
他

こ
こ
に
収
録
さ
れ
た
文
書
が
語
る
十
五
世
紀
申
頃
以

後
の
隼
窓
法
花
堂
の
発
展
の
事
前
は
、
こ
の
地
方
が
．

日
蓮
宗
の
畜
力
な
地
盤
の
一
つ
で
あ
る
だ
け
に
殊
更

興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

　
以
上
三
ヶ
寺
は
収
録
古
文
書
も
比
較
的
多
く
且
つ

詣
っ
た
も
の
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
な
お
文
書
数

は
そ
れ
ぞ
れ
八
○
点
程
で
あ
る
。
両
総
を
通
じ
て
収

録
さ
れ
た
文
書
点
数
か
ら
雷
っ
て
も
内
容
か
ら
醤
っ

て
も
最
も
豊
冨
で
あ
り
精
彩
あ
る
も
の
は
三
六
七
点
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轡

を
収
め
る
吉
備
津
神
社
文
書
で
あ
る
。
こ
の
中
に
は

昭
社
家
賀
陽
家
文
書
以
下
鰯
人
黙
劇
の
も
の
な
ど
を

も
併
載
し
て
い
て
、
正
し
く
は
吉
備
津
神
社
関
係
薄

霧
集
と
呼
ば
る
べ
き
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
編
者
の

｝
人
藤
井
駿
氏
は
、
同
社
職
社
家
の
差
身
で
も
あ

り
、
叉
既
に
　
同
祉
関
係
の
論
文
も
数
編
発
表
さ
れ
て

い
る
。
文
書
の
内
容
は
神
事
・
社
領
に
閣
係
す
る
も
・

の
が
、
多
い
の
は
当
然
乍
ら
、
流
石
こ
の
地
方
属
指
の

大
社
で
、
永
ら
く
文
化
の
子
心
で
あ
っ
た
だ
け
に
、

政
治
∵
経
済
・
種
会
・
丈
化
の
昏
分
野
に
亘
っ
て
の

貴
重
な
史
料
が
豊
富
に
含
ま
れ
て
い
る
。
吉
備
地
方

の
古
代
出
掛
で
あ
る
神
主
家
賀
陽
氏
の
中
世
に
お
け

る
経
済
的
基
盤
は
建
久
四
年
・
寛
元
三
年
・
正
安
三

年
の
猛
通
の
譲
状
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
出
来
る

が
、
就
中
雛
見
隠
三
年
の
護
状
は
前
倒
な
が
ら
重
要
な

問
題
を
含
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
以
下
こ
れ

か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
少
し
述
べ
て
み
よ
う
。

先
ず
譲
与
さ
れ
た
田
畠
面
積
と
所
従
…
数
と
を
整
理
す

れ
ば
次
の
如
く
な
る
。

　
先
ず
①
譲
与
さ
れ
た
田
面
積
は
譲
与
さ
れ
た
所
従

を
養
う
に
は
不
充
分
で
あ
る
、
②
男
子
に
は
男
の
所

従
が
、
女
子
に
は
女
の
所
従
が
多
く
分
与
さ
れ
て
い

る
、
③
後
家
分
は
一
期
分
と
し
て
田
地
の
み
譲
与
さ

れ
て
い
て
所
従
が
な
い
、
④
表
に
は
現
わ
れ
て
い
な

被
肇
勝
逃
礪
鉛
．
薪
男
．
㌔

口
御
前

口
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孫
子
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孫
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孫
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あ
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御
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後
　
　
家
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い
が
、
男
の
所
従
に
は
由
利
・
是
重
・
圏
恒
・
重
正

等
々
の
如
く
名
主
名
を
も
つ
者
が
多
く
、
他
に
清
三

冠
者
・
隔
意
冠
者
等
々
の
如
く
冠
者
名
を
も
つ
者
が

含
ま
れ
て
い
る
が
こ
れ
等
も
農
耕
奴
隷
と
し
て
の
下

人
と
は
考
え
難
い
、
等
の
諸
点
が
注
意
を
引
く
。
当

然
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
者
は
、
所
従
と
は
書
か
れ
て

い
て
も
下
人
的
荏
在
で
は
な
く
独
立
経
営
に
よ
る
再

生
産
の
手
段
を
所
有
し
て
い
て
、
紳
主
家
と
は
勇
分

的
隷
属
閣
係
を
結
ん
で
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か

も
そ
の
隷
属
度
は
譲
状
に
所
従
と
し
て
分
与
さ
れ
る

如
き
駕
固
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ざ
る
を
得

な
い
。
し
か
も
彼
等
が
譲
状
に
よ
っ
て
分
与
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
は
、
彼
等
が
神
主
家
の
主
要
な
社
会
的

経
済
酌
基
盤
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

ろ
5
。
勿
論
紫
野
氏
が
神
主
家
で
あ
る
と
い
う
牌
殊

な
条
件
を
醗
叙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
鎌
倉
時

代
の
地
方
藻
族
の
存
在
容
態
を
考
え
る
上
に
、
趣
め

て
重
要
な
実
料
で
あ
る
と
露
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
尚

こ
れ
等
の
譲
状
に
は
、
田
畑
輝
付
が
可
成
り
詳
密
に

曽
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
復
元
も
可
能
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。
も
し
復
元
さ
れ
得
た
な
ら
ば
、
問
題
を

更
に
発
展
せ
し
め
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
両
雀
に
収

録
さ
れ
て
い
る
所
領
関
係
文
書
の
中
に
は
、
中
世
末

期
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
て
繋
ぎ
得
る
も
の
も
あ
り

此
の
地
方
の
検
地
の
進
行
一
純
粋
封
建
社
会
の
確
立

を
考
え
る
に
際
し
て
重
要
な
鍵
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
極
め
て
個
人
的
興
信
に
ひ
き
ず
ら
れ
た
蕪
雑

な
紹
介
に
堕
し
た
が
、
そ
の
他
貴
重
な
史
料
は
極
め

て
豊
冨
で
あ
る
。
醤
篇
蕎
す
る
ま
で
も
な
く
史
料
　
の
刊

行
と
い
う
仕
事
は
史
掌
研
究
の
基
本
的
要
請
で
あ

る
。
岡
則
鳳
下
に
は
西
大
寺
文
書
・
安
仁
神
祉
文

謬
以
下
ま
だ
ま
だ
多
数
の
未
刊
愛
日
が
残
さ
れ
て
い

る
。
現
在
の
出
版
事
情
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い

が
、
第
三
輯
以
下
が
続
刊
さ
れ
て
、
本
文
書
集
が
発

成
さ
れ
れ
ば
掌
界
に
寄
与
す
る
所
多
大
で
あ
る
と
億

ず
る
の
で
、
そ
の
成
就
を
期
待
し
て
や
ま
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
一
石
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