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地域自治会の
出発点とは何か。

学説

「本来は自分たちの問

題を解決するために住

民が作った組織」。

地域社会がどのように

変わっていくかを研究

している村山教授は、

自治会の誕生について

そう解説します。

「
ど
う
も
大
変
で
す
な
ぁ
」が
始
ま
り

―
―
日
本
の
自
治
会
は
、
近
世
の「
五

人
組
」
を
引
き
継
ぐ
も
の
と
聞
い
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　「
実
際
に
は
違
い
ま
す
。
地
域
に
よ

っ
て
実
情
は
異
な
り
ま
す
が
、
近
代

に
な
っ
て
か
ら
新
た
に
作
ら
れ
た
も

の
と
考
え
た
方
が
良
い
と
思
い
ま
す
。

東
京
の
場
合
で
す
が
、
一
番
多
く
は

大
正
１２
年
の
関
東
大
震
災
以
降
に
誕

生
し
て
い
ま
す
」

―
―
そ
れ
ま
で
の
東
京
に
は
、
自
治
会

は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

　「
江
戸
か
ら
東
京
に
変
わ
っ
た
と
き
、

か
な
り
の
住
民
が
入
れ
替
わ
り
ま
し
た
。

隣
人
の
名
前
す
ら
知
ら
な
い
、
そ
ん

な
状
況
で
大
震
災
が
起
き
ま
し
た
。

そ
し
て
初
め
て
隣
人
と『
ど
う
も
大
変

で
す
な
ぁ
、
ケ
ガ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
』

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
団
結

の
始
ま
り
で
す
。
そ
し
て
、
夜
警
、

食
糧
配
給
な
ど
当
番
を
決
め
る
よ
う

に
な
り
、
帳
面
に
つ
け
始
め
ま
し
た
。

こ
れ
が
自
治
会
の
始
ま
り
で
す
。
そ

し
て
、
も
う
一
つ
き
っ
か
け
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
は
、
大
正
の
始
め
に
都

市
人
口
が
増
え
た
こ
と
で
、
し
尿
が

農
家
に
売
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
で
す
。

そ
の
結
果
、
衛
生
組
合
の
よ
う
な
も

の
を
作
り
、
ま
と
め
て
処
理
す
る
や

り
方
を
導
入
し
ま
し
た
。
自
治
会
の

誕
生
は
、
ひ
と
つ
は
災
害
、
も
う
ひ

と
つ
は
衛
生
が
き
っ
か
け
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
」

―
―
都
市
で
は
自
発
的
に
誕
生
し
た
と

の
こ
と
で
す
が
農
村
は
ど
う
で
す
か
。

　「
農
村
部
の
場
合
、
ム
ラ（
自
然
村
）

と
い
う
の
が
、
も
と
も
と
あ
り
ま
し

た
。
ム
ラ
は
農
業
を
や
っ
て
い
く
た

め
に
は
お
互
い
協
力
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
水
の
管
理
な
ど
、
共
同

資
源
を
み
ん
な
で
守
る
と
い
っ
た
こ

と
が
、
ず
っ
と
続
い
て
き
た
と
い
え

ま
す
。
そ
の
後
、
国
に
よ
っ
て
部
落

会
と
い
う
着
物
を
着
せ
ら
れ
る
わ
け

で
す
」

存
続
し
た
理
由

―
―
戦
時
下
で
は
町
内
会
・
部
落
会
は

法
制
化
さ
れ
ま
す
ね
。

　「
昭
和
１０
年
以
降
に
な
る
と
、
国
が

利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
す
。

要
す
る
に『
こ
れ
は
便
利
だ
』と
い
う

こ
と
で
…
…
。
昭
和
１５
年
以
降
に
な

る
と
、
国
民
総
動
員
態
勢
と
な
り
、

地
域
の
末
端
ま
で
指
導
・
命
令
・
統

制
を
め
ぐ
ら
す
よ
う
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
終
戦
と
な
り
、
町
内
会
・
部

落
会
は
、
軍
国
主
義
を
支
え
た
も
の

と
し
て
解
散
命
令
が
出
さ
れ
ま
す
」

―
―
戦
後
間
も
な
く
、
町
内
会
は
消
滅

し
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

　「
そ
の
は
ず
で
す
が
、
実
際
は
か
な

り
異
な
り
ま
す
。
多
く
の
町
内
会
が

協
力
会
な
ど
と
名
前
を
変
え
て
再
建

さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
の
地
域
で
町
内
会

的
な
組
織
は
残
り
ま
し
た
。
ま
た
、

一
般
の
世
論
も
存
在
に
肯
定
的
で
し
た
。

つ
ま
り
、
命
令
で
廃
止
さ
れ
て
も
実

態
と
し
て
は
町
内
会
的
な
役
割
は
存

続
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ

れ
は
身
元
確
認
や
配
給
な
ど
、
戦
後

の
混
乱
の
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
全
世

帯
参
加
型
の
住
民
組
織
が
必
要
で
あ
り
、

有
効
だ
っ
た
と
い
え
ま
す
」

資
源
と
し
て
の
自
治
会

―
―
現
代
に
お
い
て
自
治
会
の
必
要
性

と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

　「
例
え
ば
、
災
害
、
防
犯
、
衛
生
の

問
題
な
ど
で
非
常
に
有
効
に
機
能
し

ま
す
。
そ
し
て
、
法
や
条
例
の
規
制

で
は
限
界
が
あ
る
景
観
形
成
に
つ
い

て
も
、
自
治
会
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
が

あ
る
と
、
住
民
の
意
思
を
反
映
し
た

住
民
協
定
を
作
り
や
す
く
な
り
、
一

定
の
効
果
が
あ
る
と
い
え
ま
す
。
ど

の
問
題
に
し
て
も
、
行
政
だ
け
、
業

者
だ
け
、
住
民
個
人
だ
け
で
は
解
決

で
き
な
い
課
題
で
す
」

―
―
住
民
参
加
の
基
盤
と
し
て
の
役
割

も
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

　
「
何
も
組
織
が
な
い
状
態
で
協
働

で
き
る
か
と
い
え
ば
、
相
当
難
し
い

と
思
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
協
働
に

対
し
て
積
極
的
な
住
民
は
出
て
く
る

か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
ど
の
程
度
住

民
を
代
表
し
て
い
る
か
は
分
か
り
ま

せ
ん
。
ま
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
参
加
だ
け
で

は
、
特
定
層
の
参
加
と
い
う
こ
と
も

考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
、
自

治
会
は
多
く
の
住
民
が
参
加
し
て
い

ま
す
。
住
民
全
体
の
意
向
を
あ
る
程

度
反
映
し
て
、
行
政
と
折
衝
交
渉
す

る
と
な
れ
ば
、
自
治
会
は
貴
重
な
資

源
と
な
る
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で

す
。
こ
の
資
源
を
枯
渇
さ
せ
な
い
よ

う
に
、
ど
れ
だ
け
余
力
が
あ
る
の
か

確
認
す
る
こ
と
も
大
切
で
す
。
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
が
置
か
れ
て
い
る
状
況

が
違
う
の
で
、
自
分
の
地
域
か
ら
問

題
を
洗
い
出
す
の
が
ス
タ
ー
ト
だ
と

思
い
ま
す
」

信州大学人文学部

村山 研一 教授

地方社会の変貌（へんぼう）

過程をフィールド調査を踏

まえて研究。市内でも調査

を行う。信州大学副学長。

自治会 小史

明治時代
市制町村制が発布。ムラ（自然村）
を合併させ（行政村）が誕生。農
村部では、このムラが自治会の
原型といえる。また、東京など
の都市部では、自治会はほとん
ど結成されていなかった。

大正12年（1923）
関東大震災発生。東京では、多
くの自治会（町内会）が自発的に
誕生する。

昭和15年（1940）
内務省訓令１７号により、町内会・
部落会が法制化され、全国に整
備される。法的に市町村の下部
的補助機構と位置づけられる。

昭和22年（1947）
政令１５号により、町内会、部落
会の廃止命令が出される。姿を
消したはずであったが、実態と
しては存在し続けた。

昭和27年（1952）
ポツダム政令失効。政府は復活
する意向がないこと、また、復活
を禁止する考えもないことを表明。

昭和47年（1972）
全国町内会・自治会連合会結成。

平成3年（1991）
地縁団体（町内会）法人化などを
盛り込んだ改正自治法施行。不
動産の所有が法的に可能になる。

平成11年（1999）
いわゆる「平成の大合併」が始ま
り、多くの自治体が再編。自治
会など地域コミュニティーの役
割が全国で論議される。

平成19年（2007）
政府は「コミュニティ研究会中
間とりまとめ」を発表。地域力
再生のためＮＰＯや自治会など
地域コミュニティーについての
議論がまとめられた。

成相の大田植え（Ｍ40ころ・現豊科）

東栄町常会収穫記念（戦時中・現明科）

豊科・新田区の防災訓練（11/23）

自治会研究

特集◎私の自治会論特集◎私の自治会論

堰普請（Ｓ40ころ・三郷）
せぎ ぶ しん

むら  やま 　  けん  いち 


