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歴
史
を
辿た

ど

る

　

火
の
見
櫓
は
、
江
戸
時
代
の
公
設
消

防
に
あ
た
る
武
家
が
組
織
し
た
定じ
ょ
う
び
け
し

火
消

が
、
任
務
の
た
め
詰
め
る
火
消
屋
敷
に

建
て
ら
れ
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
町
人
に
よ
る
消
防
組
織
で
あ

る
町ま
ち
び
け
し

火
消
も
、
定
火
消
の
櫓
や
ぐ
らよ
り
は
制
限

が
あ
る
も
の
の
、
火
の
見
櫓
を
設
け
た
り
、

屋
根
の
上
に
梯
子
を
立
て
て
半
は
ん
し
ょ
う
鐘
を
吊
し

た
り
し
て
い
ま
し
た
。
火
災
が
発
生
す
る

と
火
の
見
櫓
の
半
鐘
を
鳴
ら
し
て
住
民
に

知
ら
せ
て
い
ま
し
た
。

今
は
昔
…

ま
ち
の
安
全
・
安
心
を

見
守
る
「
火
の
見
櫓
」▲昭和 30年頃　秋田・火の見櫓の建設

▲現在の火の見櫓（秋田区）

　

明
治
時
代
に
な
り
、
現
在
の
消
防
署
や

消
防
団
に
あ
た
る
組
織
が
整
え
ら
れ
て
い

く
と
、
都
市
部
に
は
火
の
見
櫓
の
設
置
が

進
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
頃
は
木
造
で
し

た
が
、
大
正
期
に
入
る
と
鉄
骨
造
り
が
登

場
し
、
昭
和
期
に
は
都
市
部
か
ら
周
辺
地

域
へ
と
建
て
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。
し
か

し
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
る
と
、

鉄
骨
造
り
の
も
の
は
取
り
壊
さ
れ
ま
し
た
。

　

戦
後
に
な
り
、
消
防
団
が
全
国
で
組
織

さ
れ
て
い
く
の
に
あ
わ
せ
、
昭
和
20
年
代

後
半
か
ら
30
年
代
に
鉄
骨
造
り
の
火
の
見

櫓
が
建
て
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
大
口
町
内

で
も
昭
和
20
年
代
後
半
か
ら
40
年
代
に
か

け
て
、
各
地
区
で
寄
贈
を
受
け
た
り
寄
付

を
募
っ
た
り
し
て
、
再
建
も
し
く
は
新
し

く
建
て
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
時
代
の
進
展
と
と
も
に
、
火

の
見
櫓
よ
り
も
高
い
建
物
が
立
ち
並
び
、

櫓
の
上
か
ら
地
区
内
を
見
渡
す
こ
と
が
難

し
く
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
火
災
の
際
は
、

電
話
や
防
火
設
備
に
よ
る
通
報
が
当
た
り

前
と
な
り
、
火
災
を
は
じ
め
と
し
た
防
災

に
関
す
る
伝
達
手
段
も
、
行
政
防
災
無
線

の
登
場
で
、
火
の
見
櫓
本
来
の
役
割
は
、

新
し
い
技
術
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
き
ま

し
た
。

大
口
町
の
「
火
の
見
櫓
」

　

時
代
が
移
り
変
わ
り
、
全
国
的
に
「
火

の
見
櫓
」
は
そ
の
役
割
、
機
能
を
終
え
、

今
で
は
随
分
と
見
か
け
な
く
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
町
内
に
は
、
10
基
の
火
の
見
櫓
が

残
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
「
火
の

見
櫓
」
の
多
く
は
、
昭
和
30
年
代
に
建
造

さ
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
、
今
や
60
余
年
が

経
過
し
て
い
ま
す
。

　
「
生
立
ち
」は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

当
時
、
各
地
域
が
寄
付
な
ど
の
財
源
を
集

め
、
地
域
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
ま
た
地

域
の
安
全
の
た
め
に
建
造
さ
れ
た
も
の
だ

と
思
わ
れ
ま
す
。
火
の
見
櫓
は
、
地
域
の

自
主
防
災
組
織
が
主
体
と
な
っ
た
防
災
施

設
で
あ
る
と
と
も
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
安

全
の
見
張
役
で
も
あ
り
、
危
機
と
注
意
を

半
鐘
の
音
で
知
ら
せ
て
き
ま
し
た
。「
火
の

見
櫓
」
は
ま
さ
し
く
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を

守
る
も
の
」
…
そ
の
も
の
だ
っ
た
と
思
わ

れ
ま
す
。

　

そ
の
火
の
見
櫓
も
「
各
地
区
で
の
維
持

管
理
が
難
し
い
」
と
の
声
が
聞
こ
え
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
を
受
け
、
昨
年
度
、
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
の
所
有
物
で
あ
っ
た
火
の

見
櫓
の
管
理
を
町
へ
移
管
し
、
今
一
度
、

火
の
見
櫓
の
あ
り
様
を
見
直
す
こ
と
と
し

ま
し
た
。

歴
史
か
ら
学
ぶ
も
の

　
～
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
～

　

現
在
「
想
定
外
」
の
災
害
が
頻
発
し
て

い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
ど
れ
だ
け
技
術

が
進
歩
し
て
も
、「
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
が
途
絶

え
、
固
定
電
話
や
携
帯
電
話
が
使
え
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
？
」「
停
電
し
て
し

ま
っ
た
ら
？
」「 

防
災
無
線
の
シ
ス
テ
ム

が
故
障
し
て
し
ま
っ
た
ら
？
」
そ
の
時
ど

の
よ
う
に
情
報
を
収
集
し
、
地
域
の
皆
さ

ん
に
周
知
す
る
か
…
と
い
う
こ
と
も
考
え

て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
時
、

一
番
頼
り
に
な
る
の
は
、
や
は
り
「
ア
ナ

ロ
グ
」。
火
の
見
櫓
で
見
渡
せ
る
範
囲
の
状

況
を
確
認
し
、
鐘
を
鳴
ら
し
て
周
囲
に
知

ら
せ
る
こ
と
が
一
番
の
情
報
収
集
・
伝
達

手
段
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
町
で
は
順
次
、
既
存
の
火
の

見
櫓
を
塗
装
修
繕
を
施
し
な
が
ら
、
い
ま

一
度
、
地
域
の
シ
ン
ボ
ル
と
な
る
よ
う
に

で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。そ
し
て
、昔
、

半
鐘
の
音
を
鳴
ら
し
て
災
害
を
知
ら
せ
て

い
た
よ
う
に
、
訓
練
的
に
鐘
を
鳴
ら
し
て

い
く
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、

毎
年
、
3
月
と
11
月
の
火
災
予
防
週
間
や

防
災
訓
練
時
な
ど
を
想
定
し
て
い
ま
す
。

　

大
規
模
災
害
時
の
最
終
手
段
と
し
て
、

先
人
か
ら
の
知
恵
を
受
け
継
ぎ
、
火
の
見

櫓
の
半
鐘
の
音
を
次
代
に
伝
え
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

問
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