
ち
ょ
う
ぐ
み

町
組

16知
る

■
町
組
と
は
？

京
都
に
お
い
て
町
組
と
は
、
道
路
を
は
さ
ん
で
形
成
さ
れ
た
町
が
集

ま
っ
て
結
成
し
た
自
治
組
織
で
す
。｢

ま
ち
ぐ
み｣

と
も
読
み
ま
す
。
ま

た
、
い
く
つ
か
の
町
組
が
結
合
し
て
、
上

京
・
下

京
な
ど
の
惣

町

か
み
ぎ
よ
う

し
も
ぎ
よ
う

そ
う
ち
ょ
う

を
形
成
し
ま
し
た
。
上
京
と
下
京
の
境
は
二
条
通
に
あ
り
ま
し
た
。

■
町
組
の
発
生
と
運
営

室
町
期
に
京
都
の
町
衆
た
ち
の
自
治
・
自
衛
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
法
華

一
揆
を
起
こ
し
、
天
文
法
華
の
乱
（
一
五
三
六
）
で
頂
点
に
達
し
ま
し

て
ん
ぶ
ん
ほ
つ
け

た
。
そ
の
教
訓
と
し
て
、
自
衛
や
自
治
に
対
す
る
関
心
が
飛
躍
的
に
高

ま
り
、
町
衆
の
住
む
町
々
の
団
結
や
そ
の
組
織
化
を
さ
ら
に
推
進
さ
せ

ま
し
た
。
町
組
は
そ
の
よ
う
な
気
運
の
中
で
結
成
さ
れ
ま
し
た
。

町
組
が
初
め
て
史
料
に
あ
ら
わ
れ
た
の
は
、
天
文
法
華
の
乱
で
町
々

が
焼
き
尽
く
さ
れ
た
翌
年
の
天
文
六
（
一
五
三
七
）
年
正
月
の
こ
と
で

す
。
こ
の
時
、
下
京
の
各
町
組
か
ら
一
名
づ
つ
選
ば
れ
た
代
表
者
五
人

が
、
室
町
御
所
の
将
軍
義
晴
の
も
と
に
銭
二
貫
百
文
を
持
っ
て
年
賀
に

出
向
き
ま
し
た
。
こ
の
時
、
下
京
の
中
組
・
西
組
・
巽

組
・
艮

組

な
か
ぐ
み

に
し
ぐ
み

た
つ
み
ぐ
み

う
し
と
ら
ぐ
み

・
七
町
半
組
の
五
つ
の
町
組
の
代
表
者
が
、
か
つ
て
法
華
一
揆
の
結

し
ち
ち
よ
う
は
ん
ぐ
み

集
地
で
あ
っ
た
六
角
堂
に
集
ま
り
、
費
用
の
割
り
当
て
を
協
議
し
ま
し

ろ
つ
か
く
ど
う

た
。天

文
法
華
の
乱
で
下
京
一
円
が
惨
禍
を
こ
う
む
っ
た
直
後
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
に
町
組
が
機
能
を
十
分
に
発
揮
し
て
い
る
こ
と
か

ら
も
、
町
組
の
実
際
の
結
成
は
こ
の
時
期
よ
り
も
か
な
り
さ
か
の
ぼ
る

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

上
京
の
町
組
の
初
見
は
下
京
よ
り
や
や
遅
れ
、
天
文
十
八
（
一
五
四

九
）
年
の
書
状
に
み
え
る
立
売
組
で
、
続
い
て
一
条
組
・
中
筋
組
・

た
ち
う
り
ぐ
み

い
ち
じ
よ
う
ぐ
み

な
か
す
じ
ぐ
み

小
川
組
・
川
よ
り
西
組
が
文
献
に
見
え
、
上
京
に
も
五
つ
の
町
組
が
あ

お
が
わ
ぐ
み

か
わ

に
し

っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
上
京
・
下
京
の
町
組

を
構
成
し
た
個
々
の
町
名
が
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
永
禄
十
一
（
一
五

六
八
）
年
の
織
田
信
長
入
京
後
の
こ
と
で
す
。

各
町
組
に
は
、
町
年
寄
と
い
う
町
組
を
代
表
す
る
役
職
が
あ
り
、

｢

月
行
事｣

と
も
称
さ
れ
ま
し
た
。
月
行
事
は
、
一
か
月
交
代
で
、
触
の

つ
き
ぎ
よ
う
じ

ふ
れ

伝
達
、
諸
経
費
の
徴
収
な
ど
に
あ
た
り
ま
し
た
。
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上京の町組「川ヨリ西組」
と，伊佐町，西船橋町，北
猪熊町，北船橋町などの町
前が見える「上下京御膳方
御月賄米寄帳」(立入家文
書)。元亀3年(1572)。
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各
町
と
そ
の
連
合
体
で
あ
る
町
組
の
自
治
運
営
組
織
が
整
備
さ
れ
て

い
く
と
、
町
組
の
連
合
に
よ
る
上
京
・
下
京
と
い
う
、
よ
り
広
範
囲
の

地
域
結
合
が
生
じ
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
幕
府
や
武
将
か
ら
洛
中
へ
の
布

告
や
通
達
は｢

上
京
中｣

と
か｢

下
京
中｣

と
い
う
宛
名
で
出
さ
れ
て
い
ま

す
。町

組
の
運
営
は
、
十
名
の
総
代
が
担
当
し
ま
し
た
。
総
代
に
は
富
裕

な
経
済
力
を
も
つ
酒
屋
・
土
倉
な
ど
の
有
力
町
衆
が
就
任
し
ま
し
た
。

ど
そ
う

■
江
戸
時
代
の
町
組

室
町
期
に
上
京
・
下
京
五
つ
ず
つ
あ
っ
た
町
組
は
、
織
豊
政
権
下
で

も
そ
の
数
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
江
戸
時
代
に
な
り
、
十

六
世
紀
末
か
ら
十
七
世
紀
初
頭
、
京
都
の
市
街
の
発
展
に
よ
り
新
し
い

町
が
成
立
し
て
い
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
町
を
新
た
に
町
組
に
加
入
さ
せ
る
と
と
も
に
町

組
全
体
の
再
編
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
上
京
は
寛
永
十
五
（
一
六
三
八
）

年
頃
ま
で
に
十
二
組
（
立
売
親
八
町
組
・
立
売
親
九
町
組
・
上
中
筋

た
ち
う
り
お
や
は
ち
ち
よ
う

か
み
な
か
す
じ

組
・
下
中
筋
組
・
上
一
条
組
・
下
一
条
組
・
小
川
組
・
上
西
陣
組
・
下

西
陣
組
・
聚
楽
組
・
上
川
東
組
・
下
川
東
組
）
と
な
り
、
下
京
は
寛

じ
ゆ
ら
く

か
み
か
わ
ひ
が
し

文
六

一
六
六
六

年
頃
ま
で
に
八
組

上

艮
組
・
南
艮
組
・
三

町

（

）

（
か
み
う
し
と
ら

さ
ん
ち
よ
う

組
・
仲

九

町
組
・
仲
十
町
組
・
川
西
十
六
町
組
・
川
西
九
町
組
）

な
か
き
ゆ
う
ち
よ
う

か
わ
に
し
じ
ゆ
う
ろ
く
ち
よ
う

と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
頃
を
も
っ
て
町
組
の
再
編
成
は
、
一
応
完
了
し

ま
し
た
。

そ
の
ほ
か
上
京
中
心
部
（
禁
裏
御
所
西
辺
）
に
位
置
し
な
が
ら
上
京

の
町
組
に
属
さ
な
い
禁
裏
六
丁
町
や
、
下
京
に
あ
っ
て
下
京
の
町
組

き
ん
り
ろ
く
ち
よ
う
ち
よ
う

。 ，16世紀後半の町組の状況 応仁・文明の乱後の京都は
上京と下京の二つの市街地に分かれていた。それぞれ
の市街地が拡大し，安土桃山時代には一つの都市にな
っていた。なお，上図の「二条城」や道路は現況を示
している。
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に
属
さ
な
い
東
本
願
寺
・
西
本
願
寺
の
両
寺
内
町
組
が
整
備
拡
張
さ
れ

じ
な
い
ち
よ
う

た
の
も
こ
の
時
期
で
し
た
。

町
組
内
部
の
構
成
は
、｢

親

町｣

あ
る
い
は｢

古
町｣

と
呼
ば
れ
る
各

お
や
ち
よ
う

こ
ち
よ
う

町
組
を
代
表
す
る
格
式
あ
る
町
群
と
、｢

枝

町｣

ま
た
は｢

新

町｣

と
称

え
だ
ち
よ
う

し
ん
ち
よ
う

さ
れ
る
町
群
お
よ
び｢

離

町｣

な
ど
か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
し
た
。

は
な
れ
ち
よ
う

こ
れ
ら
の
親
町
（
古
町
）
群
は
、
数
か
町
か
ら
な
る
い
く
つ
か
の
小

組
に
分
か
れ
、
枝
町
（
新
町
）
群
も
数
か
町
あ
る
い
は
数
十
か
町
か
ら

な
る
い
く
つ
か
の
小
組
に
分
か
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
シ
ー
ト
末
尾
の

図
に
見
る
よ
う
に
、
非
常
に
複
雑
な
分
布
を
し
て
い
た
の
で
す
。

町
組
の
寄
合
（
会
議
）
を
行
う
場
合
は
、
寄
合
当
番
の
町
が
自
分
の

よ
り
あ
い

町
会
所
を
提
供
し
ま
し
た
。
会
所
に
は
町
で
雇
っ
た
町
用
人
を
そ
の

ち
よ
う
か
い
し
よ

管
理
に
当
ら
せ
て
い
ま
し
た
が
、
会
所
守
は
髪
結
を
業
と
し
て
い
た
も

か
み
ゆ
い

の
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
、
従
来
の
町
組
が
改
正
さ
れ
、
上
京
・
下

京
合
わ
せ
て
六
十
五
組
に
再
編
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
町
組
が
現
在
の
元

学
区
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

歩
く
／
見
る

■
六
角
堂
（
頂
法
寺
）

中
京
区
六
角
通
烏
丸
東
入

ろ
つ
か
く
ど
う

ち
よ
う
ほ
う
じ

六
角
堂
は
天
台
宗
寺
院
で
、
正
式
名
は
紫
雲
山
頂
法
寺
。
本
堂
が
六

角
宝
形
造
で
あ
る
こ
と
か
ら
六
角
堂
が
通
称
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
地

は
早
く
か
ら
京
都
の
中
心
地
と
い
わ
れ
、
境
内
に
あ
る
臍
石
が
そ
の
象

へ
そ

徴
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

室
町
時
代
、
下
京
の
人
々
の
精
神
的
な
よ
り
ど
こ
ろ
に
位
置
付
け
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
寺
町
や
寺
之
内
へ
の
寺
院
移
転
集

て
ら
の
う
ち

中
の
時
に
寺
地
を
動
か
さ
れ
な
か

っ
た
の
は
、
信
仰
の
強
さ
を
物
語

る
も
の
で
す
。

現
在
の
六
角
堂
は
、
ど
ん
ど
ん

焼
け
（
一
八
六
四
）
で
焼
失
し
た

あ
と
、
明
治
十
（
一
八
七
七
）
年

に
建
立
さ
れ
ま
し
た
。

■
革
堂
（
行
願
寺
）

上
京
区
寺
町
通
丸
太
町
下
る

こ
う
ど
う

ぎ
よ
う
が
ん
じ

行
願
寺
は
天
台
宗
の
寺
院
。
寛
弘
元
（
一
〇
〇
四
）
年
頃
、
行

円

ぎ
ょ
う
え
ん

に
よ
っ
て
創
立
さ
れ
ま
し
た
。
行
円
は
鹿
皮
の
衣
を
身
に
付
け
て
い
た

た
め
革

聖
と
呼
ば
れ
、
そ
の
寺
も
革
堂
と
い
う
俗
称
で
呼
ば
れ
ま
し

か
わ
ひ
じ
り

た
。中

世
に
は
下
京
の
六
角
堂
に
対
し
て
上
京
の
革
堂
と
い
わ
れ
、
人
々

の
信
仰
を
背
景
に
、
町
堂
と
し
て
町
組
集
合
結
束
の
場
所
と
な
り
ま
し

た
。も

と
は
一
条
油
小
路
に
あ
り
、
一
条
北
辺
堂
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま

い
ち
じ
よ
う
あ
ぶ
ら
の
こ
う
じ

し
た
が
、
豊
臣
秀
吉
の
寺
町
造
営

（

）

で
天
正
年
間

一
五
七
三
～
九
一

に
寺
町
荒
神
口
に
移
り
ま
し
た
。

こ
う
じ
ん
ぐ
ち

さ
ら
に
、
宝
永
五
（
一
七
〇
八
）

年
の
大
火
後
に
現
在
地
に
移
り
ま

し
た
。
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江戸時代の町組分布図(19世紀初め)。前々頁の図の町組を核にして，次第に新しい町を
取り込んで複雑な構造になってきたことがよくわかる。
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