
近
世
都
市
に
お
け
る
町
共
同
体
の
自
治
と
町
会
所

i

奈
良
町
を
中
心
と
し

て

i
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松

井

智

古
代

.
中
世
の
奈
良
に
関
す
る
考
古
資
料
や
史
料
が
か
な
り
豊
富
な
こ
と
も
あ

っ
て
か
、
古
代

・
中
世
の
奈
良

の
歴
史
研
究
の
豊
富
さ

に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た

一
般
的
に
言

っ
て
、
「奈
良
」
と
い
う
地
名
は
我
々
に

「大
和
」
を
髪
彿
と
さ
せ
、
平
城
京
を
は

じ
め
と
し
た
古
代
事
物
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
。
そ
の
こ
と
が
奈
良
の
古
代
を
強
調
さ
せ
、
あ
た
か
も
古
代

・
中
世

の
後
は
現
代
で
あ
る
か

の
よ
う
に
捉
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
時
代
の
流
れ
に
沿

っ
て
見
る
な
ら
ば
、
現
代
の
奈
良
町
と
い
わ
れ
る
市
街
地
は
、
中
世
の
東

大
寺

.
興
福
寺

.
春
日
大
社

.
元
興
寺
に
代
表
さ
れ
る
門
前
郷
が
基
礎
と
な
り
、
そ
れ
が
近
世

の
町
民
の
町
づ
く
り
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
現
代
の
奈
良
町
は
近
世
を
抜
き
に
し
て
捉
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
だ
が
今
現
在
に
お

い
て
も
近
世
奈
良
町
の

全
般
的
、
あ
る
い
は
個
別
的
研
究
は
そ
れ
ほ
ど
豊
富
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。

拙
論
で
は
、
近
世
奈
良
町
の
町
共
同
体
の
自
治
と
町
会
所
を
考
え
て
い
く
上
で
、
近
世
奈
良
町
に
町
人
自
治
は
存
在
し
た
の
か
、
町
人
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自

治
と
は
具
体
的
に
は
何

で
あ
る
の
か
、
自
治
に
よ

っ
て
守
る
べ
き
共
同
利
益
と
は
何
か
、
そ
し
て
自
治
の
担
い
手

は
ど
こ
に
あ

っ
た
の

か
、
な
ど
こ
れ
ら
の
問
題
を
奈
良
町
の
行
政
制
度
や
町
人
の
寄
合
、
町
定
目
、
町
共
同
体
の
運
営
の
場
で
あ

っ
た
町
会
所
を
論
考
し
な
が

ら
み
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

一
章

奈
良
町
の
行
政
制
度
と
町
自
治

一

行
政

制
度

と

町

ま
ず
、
近
世
奈
良
町
の
行
政
制
度
を
み
て
い
く
に
あ
た
り
、
拙
論
は
支
配
者
側
か
ら
の
支
配
構
造
に
つ
い
て
論
考
す
る
も
の
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
行
政
機
構
の
末
端
に
組
み
込
ま
れ
た
町
と
し
て
み
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
町
の
行
政
制
度
の
流
れ
と
し
て
の
徳
川
政
権
下
の
奉

行
↓
惣
年
寄
↓
町
代
と
い
う
構
造
の
成
立
に
は
豊
臣
政
権
下
の
櫃
本
制
が
関
わ

っ
て
い
る
が
、
町
代
の
下
級
官
吏
時

に
お
け
る
不
正
に
よ

り
奈
良
町
人
を
も
巻
き
込
ん
だ
町
代
改
革

に
よ

っ
て
町
代
は
惣
年
寄
の
支
配
下
と
な

っ
た
。
こ
の
惣
年
寄

・
町
代
と
い
う
パ
イ
プ
役
に

よ

っ
て
支
配
者
側
と
町
が
行
政
的
に
つ
な
於

っ
た
の
で
あ
る
。

奈
良
に
お

い
て
自
治
は
、
中
世
末
武
家
勢
力
か
ら
南
都
惣
郷
を
守
る
と
い
う
戦

い
の
中
で
、
郷
と
い
う
枠
を
越
え
た
地
域
連
合
が
誕
生

し
、
南
都
を
守
る
意
識
が
地
域
連
合
の
中
で
生
み
だ
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
豊
臣
政
権
下
に
お
い
て
南
都
冷
遇
の
状
況
下
で
、
さ
ら
に
櫃
本
制
の
導
入
、
さ
ら
に
文
禄
四
年

(
一
五
九
五
)
の
文
禄
検
地
に

よ
り
町
域
が
画
定
さ
れ
、
地
域
連
合
の
維
持
は
困
難
で
あ

っ
た
。
徳
川
政
権
下

で
は
慶
長
九
年

(
一
六
〇
四
)
に
町
切
り
が
実
施
さ
れ
、

慶
長
十
八
年
に
奈
良
奉
行
が
お
か
れ
て
町
を
行
政
機
構
の
末
端
と
し
て
活
用
し
、
櫃
本
制
時
の
制
度
で
あ

っ
た
惣
年
寄

・
町
代
を
利
用
し
、
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町

に
は
町
役
人
を
置
か
せ
支
配
体
制
を
構
築
し
て
い
っ
た
。

さ
ら
に
町
に
月

一
回
の
寄
合
を
義
務
づ
け
、
木
戸
門
の
設
置
に
よ
る
警
固
強
化
、
宗
旨
改
、
町
内
外
の
相
互
検
察
に
よ
っ
て
、
町
年
寄

を
筆
頭
に
町
を
運
営

・
維
持
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
支
配
者
側
か
ら
法
令
の
範
囲
内
の
町
自
治
を
付
与
し
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
町

衆

の
為
政
者
に
対
す
る
反
抗
的
要
素
を
払
拭
し
、
町
を
運
営

・
維
持
す
る
の
も
、
町
衆
の
犯
罪
責
任
を
負
う
の
も
、
そ
こ
に
住
す
る
町
人

次
第
で
あ
る
と
い
う
状
況
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
行
政
機
構
の
末
端
と
し
て
組
み
込
ま
れ
た
町
は
、
寄
合
に
よ
る
自
己
管
理
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
寄
合

に
よ
る
衆
議
に
よ

っ
て

運
営
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

二

町
人

の
参
会

で
は
支
配
者
側
か
ら
付
与
さ
れ
た
町
自
治
で
ど
の
よ
う
な
運
用
が
な
さ
れ
て
い
た
の
か
。
月

一
回
の
寄
合
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
他

に
正
月
に

「参
会
」
と
い
う
初
寄
合
が
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の

「参
会
」
で
は
町
自
治
に
必
要
な
町
財
政
を
賄
う
た
め
に
個
人
の
慶
事
を

祝
儀
と
い
う
形
で
納
め
さ
せ
、
ま
た
町
内
の
家
屋
敷
を
購
入
し
た
人
か
ら
祝
儀
を
納
め
さ
せ
そ
れ
と
同
時
に
そ
の
人

の
会
所
入
り
が
認
定

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
会
所
入
り
し
た
人
は
こ
れ
か
ら
そ
の
都
度
様
々
な
名
目
の
祝
儀
を
出
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
家
を
代
表
す
る

一
軒
前
の

資
格
を
得
、
町
自
治
運
営
に
参
加
で
き
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
町
に
お
い
て
家
屋
敷
所
持
を
前
提
と
し
、
公
役
銭

・
諸
経
費

.
祝
儀
な
ど

の
負
担
者
の
み
が
町
共
同
体
構
成
員
で
あ
る
と
い
う
身
分
が
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
「参
会
」
は
そ
れ
が
認
定
さ
れ
る
場
で
あ
り
、
町
財

政

の
経
済
的
機
能
を
も
果
た
す
場

で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
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二

章

奈

良

町

の

町

定

目

町
自
治
運
営

の
方
針
や
指
針
を
成
文
化
し
た
町
定
目
に
つ
い
て
、
奈
良
町
で
は
京
都
の
よ
う
に
整
然
と
成
文
化

さ
れ
た
、
厳
然
た
る
町

定
目
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
奈
良
町
に
今
な
お
現
存
す
る
記
録
類
に
は
、
町
定
目
が
書
き
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
参
会
祝

儀
規
定
や
日
常
的
な
習
俗

・
儀
礼
規
定
、
町
共
同
体
構
成
員
の
役
儀
規
定
な
ど
で
あ
る
。
京
都

・
大
坂
の
よ
う
に
厳
し
い
町
の

一
般
生
活

上

の
規
範
な
ど
を
示
す
内
容
を
持

つ
も
の
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

奈
良
町
で
は
町
定
目
よ
り
も
慣
習
法
が
生
か
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
家
屋
敷
売
買
が
大
概
奈
良
町
の
内
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を

考
慮
す
れ
ば
、
あ
る
程
度
の
規
範
は
知

っ
て
い
た
、
あ
る
い
は
共
通
で
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
奈
良
町
の
規
模
で
は
こ
れ
で
充
分
で

あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
日
常
的
な
習
俗

・
儀
礼
規
定
が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
町
運
営
は
そ
ち
ら
を
よ
り
重
視
し
た
の
で

は
な
か
っ
た
か
と
考
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

一
般
生
活
上
の
規
範
が
み
ら
れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
も
、
自
治

で
町
が
運
営
さ
れ

て
い
た
以
上
、
法
令
の
範
囲
内
の
自
治
で
、
法
令
を
厳
守
し
て
自
分
達
の
生
活
を
乱
す
よ
う
な
事
態
の
発
生
を
極
力
防
止
す
る
と
こ
ろ
に

最
大
限
の
努
力
を
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
町
自
治
は
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
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三
章

奈

良

町

の
町
会

所

一

町
会
所
の
成
立
過
程

町
自
治
運
営
の
場
は
ど
こ
で
あ
っ
た
の
か
。
先
に

「参
会
」
で
会
所
入
り
す
る
と
し
た
が
、

つ
ま
り
町
会
所
に

て
町
自
治
は
運
営
さ
れ
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て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
会
所
入
り
を

「堂
入
」
と
い
う
の
は
中
世
南
都
で
は
郷
民
が
郷
の
祠
堂

・
草
堂
を
集
会
の
場
と
し
て
利
用
し
て
い
た
こ
と
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。

中
世
で
は
、
集
会
所
と
し
て
の
場
所
は
、
郷
民
が
適
度
な
広
さ
を
有
す
る
祠
堂

・
草
堂
を
利
用
し
て
お
り
、
そ

こ
で
諸
問
題
を
評
定
し

て
い
た
が
、
集
会
が
神
仏
の
前
に
て
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
評
定

の
公
平
さ
、
正
確
さ
、
そ
し
て
履
行
を
神
仏
に
誓
う
こ
と
と
し

て
宗
教
的
、
精
神
的
結
縁
の
場
の
意
味
合
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

近
世
成
立
の
町
会
所
は
寛
永
年
間

(
一
六
二
四
～
四
四
)
以
降
に

一
般
化
し
て
お
り
、
系
統
的
に
は
中
世
を
源
と
す
る
建
物
は
少
な
い

が
、
建
築
様
式
と
し
て
、
奈
良
町
の
都
市
化
に
伴
う
町
会
所
普
及
の
過
程

で

一
般
的
と
な

っ
た
で
あ
ろ
う

「町
家

型
」
よ
り
も
、
中
世
に

遡

っ
て
成
立
の
確
認
で
き
る

「仏
堂
型
」
や
、
各
町
で
信
仰
さ
れ
る
神
祠
を
ま

つ
る

「神
祠
型
」
、
長
い
歴
史
や
伝
統
の
中

で
神
仏
混
清

の
習
俗
も
あ

っ
て
か
、
仏
堂
と
神
祠
を
両
方
ま

つ
る

「仏
堂

・
神
祠
型
」
な
ど
が
多
く
、
ま
た

『南
都
年
中
行
事

』
よ
り
奈
良
町
の
町
会

所
は
堂
社
を
使
用
し
た
余
風
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
り
、
日
常
的
に
信
仰
す
る
こ
と
に
よ

っ
て

一
般
生
活
上
の
信
仰

・
道
徳
心
、
町
内

に
お
い
て
地
縁
的
信
仰
心
、
地
縁
的
連
帯
を
啓
発
す
る
場
の
意
味
合
い
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
宗
教
的
な

意

味
合
い
か
ら
考
察
す
れ
ば
、
中
世
の
神
仏
の
前
で
評
定
す
る
そ
の
精
神
と
、
近
世
の
そ
れ
を
み
た
場
合
、
あ
る
程
度
変
容
し
、
形
骸
化

し
た
で
あ
ろ
う
が
、
明
治
の
排
仏
殿
釈
を
経
て
今
な
お
会
所
あ
る
い
は
会
所
跡
に
神
仏
が
ま

つ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
奈
良
町
民
と
の

密

接
な
関
係
が
み
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
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二

町
会

所

の
機

能

町
会
所

の
機
能
と
し
て
は
、
奈
良
町
の
町
会
所
は

一
般
的
な
町
会
所
と
何
ら
そ
の
役
割
は
変
わ
ら
な
い
。

し
か
し
奈
良
町
の
町
会
所
は
少
な
く
と
も
共
同
利
用
の
場
で
あ

っ
た
。
恐
ら
く
共
同
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
町
会
所
を
た
だ
の
行
政

施
設
で
は
な
く
日
常
的
な
共
有
の
場
と
い
う
意
味
合
い
を
持
た
せ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
中
世
以
来
の

「春

日
講
」
な
ど
の
様

々

な
信
仰
を
中
心
と
す
る
講
が
、
各
町
会
所
で
営
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
講
と
い
う
信
仰
が
集
団
の
中
で
の
地
縁
的
共
同
体
意

識

の
自
覚
を
促
し
、
町
共
同
体
の
自
治
運
営
に
良
い
意
味
で
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

近
世
の
町
に
は
町
人
自
治
が

「町
」
と
い
う
枠
の
中
で
、
支
配
者
側
か
ら
付
与
さ
れ
た
権
能
の
範
囲
内
で
存
在
し

て
い
た
の
で
あ
り
、

そ
の
守
る
べ
き
共
同
利
益
は
町
に
お
け
る
自
分
達
の
生
活
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ら
は

「参
会
」
に
て
会
所
入
り
し
、
経
費
負
担
可
能
な
者
に

よ

っ
て
衆
議
さ
れ
、
町
が
運
営
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
衆
議
が
神
仏
の
前
に
て
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
特
殊
性
を
帯
び
、
ま
た
衆
議
が

行
わ
れ
る
町
会
所
が
町
内
で
共
同
利
用
さ
れ
、
講
が
執
り
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
域
的
同

一
性
、
地
縁
的
連
帯
を
生
む
要
因
と
な

っ

た
と
考
察
さ
れ
る
。

つ
ま
り
こ
れ
ら
に
よ

っ
て
近
世
奈
良
町
に
お
け
る
町
共
同
体
の
自
治
が
成
立
し
た
の
で
あ
り
、
機
能
し
た
の
で
あ

る
。
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