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▪
阿
氐
河
荘
百
姓
申
状
を
め
ぐ
る
疑
問

鎌
倉
時
代
の
地
頭
の
横
暴
を
最
も
よ
く
示
す
史
料
と
し
て
有
名
な
、
建
治
元
年
（
一
二
七
五
）
十
月
二
十
八

日
付
け
の
阿
氐
河
荘
百
姓
申
状
（
図
20
）。
な
か
で
も
そ
の
第
四
条
に
見
え
る
「
ミ
ミ
ヲ
キ
リ
、
ハ
ナ
ヲ
ソ
ギ
」

の
部
分
は
衝
撃
的
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
史
料
か
ら
「
こ
の
時
代
の
地
頭
は
大
変
悪あ

く

辣ら
つ

で
、
百
姓
は
苦
し
め

ら
れ
る
一
方
だ
っ
た
」
と
理
解
す
る
だ
け
で
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

ま
た
、
こ
の
申
状
は
ほ
と
ん
ど
が
た
ど
た
ど
し
い
片
仮
名
を
使
い
、
百
姓
た
ち
の
生
々
し
い
怒
り
や
苦
し

み
が
感
じ
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
実
は
同
じ
年
の
五
月
に
も
彼
ら
は
訴
状
を
出
し
て
お
り
、
そ

ち
ら
は
す
べ
て
漢
字
を
用
い
、
決
ま
っ
た
形
式
に
基
づ
い
た
も
の
で
し
た
（
図
21
）。
い
っ
た
い
、
こ
の
違
い

が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。

▪
阿
氐
河
荘
の
位
置
と
支
配
関
係

阿
氐
河
荘
は
、
現
在
の
和
歌
山
県
有
田
川
町
付
近
、
有
田
川
の
上
流
域
に
位
置
し
て
い
ま
し
た
。
当
時
、
本

家
は
京
都
の
円
満
院
、
領
家
は
同
じ
く
寂

じ
や
く

楽ら
く

寺じ

で
あ
り
、
円
満
院
か
ら
任
命
さ
れ
た
預

あ
ず
か
り

所ど
こ
ろが
荘
園
を
管
理

図20　建治元年10月阿氐河荘百姓申状
（一部、高野山金剛峯寺霊宝館所蔵）

し
て
い
ま
し
た
。
一
方
、
現
在
の
和
歌
山
県
有
田
郡
湯

浅
町
付
近
を
根
拠
地
と
す
る
有
力
武
士
の
湯
浅
氏
が
、

鎌
倉
初
期
か
ら
阿
氐
河
荘
地
頭
と
な
り
、
支
配
を
強
め

て
い
ま
し
た
。

図21　建治元年5月阿氐河荘百姓申状
（一部、高野山金剛峯寺霊宝館所蔵）
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�	
日
本
国
憲
法
誕
生
秘
話

▪
日
本
国
憲
法
誕
生
を
め
ぐ
る
疑
問

現
行
憲
法
（
図
58
）
が
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
（
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司

令
部
）
の
作
成
し
た
草
案
を
も
と
に
で
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と

は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
の
最
終
的

な
詰
め
が
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
担
当
グ
ル
ー
プ
に
日
本
政
府
の
官
僚
一

名
が
加
わ
り
、
わ
ず
か
三
十
時
間
で
行
わ
れ
た
こ
と
は
ご
存
知

で
し
た
か
。

な
ぜ
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
憲
法
草
案
の
作
成
を
急
い
だ
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
し
て
、
画
期
的
な
戦
争
放
棄
条
項
が
盛
り
込
ま
れ
た
背
景
は
、

何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

▪
天
皇
制
維
持
に
関
す
る
日
米
世
論

日
本
政
府
及
び
軍
部
が
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
す
る
の
に
際

図58　日本国憲法（一部、国立公文書館所蔵）
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国
憲
法
誕
生
秘
話

し
、
最
後
ま
で
こ
だ
わ
っ
た
の
は
「
国
体
の
護
持
」、
す
な
わ
ち
天
皇
制
の
維
持
で
し
た
。
占
領
開
始
後
、
Ｇ

Ｈ
Ｑ
か
ら
憲
法
改
正
を
指
示
さ
れ
た
日
本
の
指
導
者
た
ち
の
大
き
な
心
配
も
、
こ
の
点
に
あ
っ
た
の
で
す
。

こ
れ
に
対
し
、
戦
争
末
期
の
ア
メ
リ
カ
世
論
は
大
変
厳
し
い
も
の
で
し
た
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
二
十
年
（
一

九
四
五
）
六
月
の
ギ
ャ
ラ
ッ
プ
調
査
に
よ
れ
ば
、
米
国
民
の
約
八
十
％
が
戦
後
天
皇
は
有
罪
と
す
べ
き
（
こ
の

う
ち
処
刑
す
べ
き
は
三
十
六
％
）
と
答
え
て
い
ま
す
。

一
方
日
本
国
民
は
、
昭
和
二
十
一
年
二
月
に
新
聞
各
紙
に
発
表
さ
れ
た
調
査
結
果
に
よ
る
と
、
天
皇
制
支

持
が
九
十
一
％
で
し
た
。
で
は
こ
の
う
ち
、
天
皇
主
権
を
支
持
し
た
人
は
ど
れ
く
ら
い
い
た
と
思
い
ま
す
か
。

答
え
は
十
六
％
で
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
天
皇
は
政
治
か
ら
離
れ
、
民
族
の
総
家
長
、
道
義
的
な
中
心
と

な
る
こ
と
を
支
持
し
た
人
は
、
四
十
五
％
と
最
も
多
数
で
し
た
。
政
治
指
導
者
層
と
は
異
な
り
、
一
般
国
民

の
多
く
は
、
既
に
象
徴
天
皇
制
の
考
え
方
を
も
っ
て
い
た
点
が
注
目
さ
れ
ま
す
。

▪
ア
メ
リ
カ
の
思
惑

ア
メ
リ
カ
政
府
・
軍
の
一
部
で
は
、
実
は
既
に
戦
争
末
期
の
時
点
で
天
皇
制
維
持
を
決
め
て
い
ま
し
た
。

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
総
司
令
官
も
、
昭
和
二
十
一
年
一
月
二
十
五
日
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
陸
軍
参
謀
総
長
に
対
し
、

「
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
で
あ
る
天
皇
を
破
滅
さ
せ
れ
ば
日
本
国
は
瓦
解
し
、
全
国
民
は
抵
抗
し
て
大
き
な
混

乱
が
続
く
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
状
態
の
中
で
占
領
を
続
け
る
場
合
、
少
な
く
と
も
百
万
人
の
軍
隊
と
数
十

万
人
の
行
政
官
、
戦
時
補
給
体
制
の
確
立
が
必
要
で
あ
る
」
と
進
言
し
て
い
ま
す
。


