
　

建
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
加
治
町
の

火
の
見
櫓や
ぐ
らは
市
内
に
残
る
数
少
な
い
も
の

と
し
て
貴
重
で
す
。

　

こ
の
火
の
見
櫓
は
、
残
っ
て
い
る
プ
レ

ー
ト
か
ら
昭
和
30
年
３
月
に
豊
橋
の
鉄
工

所
に
よ
り
建
て
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
鉄
骨
で
組
ま
れ
た
櫓
の
頂
部
に
は
、

屋
根
と
見
晴
し
台
が
あ
り
ま
す
。
屋
根
か

ら
は
も
ち
ろ
ん
半は
ん
し
ょ
う鐘
が
釣
り
下
が
っ
て
い

ま
す
。

　

火
災
の
連
絡
で
は
、
こ
の
半
鐘
を
叩
く

リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
火
事
の
種
類
な
ど
を
知

ら
せ
て
い
ま
し
た
。
今
よ
り
ず
っ
と
静
か

で
あ
っ
た
時
代
で
は
良
く
鳴
り
響
き
、
住

民
は
半
鐘
の
音
に
、
火
災
が
発
生
し
た
事

実
を
知
る
と
と
も
に
、
消
防
団
の
活
躍
を

期
待
し
た
も
の
で
す
。

　

火
の
見
櫓
を
見
る
と
、
地
域
の
安
全

に
努
力
し
て
い
る
消
防
団
の
皆
さ
ん
の
勇

ま
し
い
姿
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
。
子
供
た

ち
は
半
鐘
を
叩
く
そ
の
姿
に
あ
こ
が
れ
た

り
、
ま
た
、
度
胸
試
し
で
櫓
に
登
っ
て
大

人
に
怒
ら
れ
た
り
し
ま
し
た
。
何
よ
り
、

火
の
見
櫓
は
地
域
の
要
所
に
あ
り
、
日
々

の
生
活
の
風
景
の
中
に
溶
け
込
ん
だ
造
形

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
思
い
出
は
つ

き
な
い
で
し
ょ
う
。

　

加
治
町
の
火
の
見
櫓
に
は
こ
ん
な
エ

ピ
ソ
ー
ド
も
あ
り
ま
す
。
昭
和
37
年
７
月

２
日
の
集
中
豪
雨
で
、
宮
川
の
増
水
の
危

険
を
察
し
た
森
下
洋
子
さ
ん
は
、
火
の
見

櫓
に
初
め
て
登
る
恐
怖
と
豪
雨
に
も
負
け

ず
、
半
鐘
を
打
ち
鳴
ら
し
、
住
民
に
知
ら

せ
、被
害
を
最
小
限
に
食
い
止
め
ま
し
た
。

町
は
そ
の
勇
気
を
称
え
、
感
謝
状
を
贈
っ

て
い
ま
す
。（
田
原
広
報
第
86
号
掲
載
）

　

各
地
区
に
は
必
ず
あ
っ
た
火
の
見
櫓
で

し
た
が
、
同
報
無
線
の
設
置
に
よ
っ
て
そ

の
役
割
を
終
え
、
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
撤

去
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
地
域
の
防
災

の
シ
ン
ボ
ル
、
そ
し
て
地
域
の
生
活
風
景

と
し
て
溶
け
込
ん
だ
火
の
見
櫓
。
そ
う
い

っ
た
点
で
、
こ
の
火
の
見
櫓
は
数
少
な
く

貴
重
な
も
の
で
す
ね
。

　

最
近
、
こ
の
よ
う
な
人
々
の
思
い
が
つ

ま
っ
て
い
る
ち
ょ
っ
と
前
の
建
物
、
構
築

物
が
気
に
な
り
ま
す
。
み
な
さ
ん
も
身
近

で
探
し
て
み
ま
せ
ん
か
。（
増
山
）
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●今も加治町に残る火の見櫓

●誇らしげな消防団のプレート（現在は南部分団）●火の見櫓には半鐘の姿が




