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久
保
田
の
ま
ち
づ
く
り
…
城
が
築
か

れ
た
神
明
山(

現
千
秋
公
園)

の
南
に
は
、

城
に
仕
え
る
侍
た
ち
が
住
む
「
内
町
」、

そ
し
て
旭
川
を
は
さ
ん
で
、
ま
ち
を
活

気
づ
け
た
町
人
た
ち
が
住
む
「
外
町
」、

さ
ら
に
そ
の
西
側
に
は
端
然
と
寺
屋
敷

が
並
ぶ
「
寺
町
」
が
あ
り
ま
し
た
。

久
保
田
の
町
の
形
が
ほ
ぼ
で
き
あ
が

っ
た
と
さ
れ
る
の
が
寛
永
の
こ
ろ(

一
六

二
四
〜
四
三)

。
寛
文
三
年(
一
六
六
三)

の
「
外
町
屋
敷
間
数

け
ん
す
う

絵
図
」(
県
立
図
書

館
蔵)

を
見
る
と
、
寺
町
に
は
四
十
ほ
ど

の
お
寺
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
し
て

そ
れ
ら
は
お
お
む
ね
三
つ
の
種
類
に
分

け
ら
れ
ま
す
。

一
つ
目
は
、
転
封
前
の
佐
竹
義
宣
が

住
ん
で
い
た
地
、
常
陸
の
国
か
ら
義
宣

を
追
う
よ
う
に
移
っ
て
き
た
お
寺
。
鱗

勝
院
、
龍
泉
寺
、
一
乗
院
、
東
清
寺
が

そ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。

国
替
え
を
命
じ
ら
れ
た
当
初
、
義
宣

は
常
陸
の
諸
寺
院
に
対
し
、
常
陸
に
残

る
よ
う
勧
め
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、
い

く
つ
か
の
寺
院
は
佐
竹
氏
に
随
従
し
た

の
で
す
。

二
つ
目
は
、
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に

土
崎
湊
か
ら
呼
ば
れ
た
町
人
と
同
様
、

土
崎
湊
周
辺(

現
在
の
土
崎
、
寺
内
、
飯

島)

か
ら
移
っ
た
お
寺
。「
湊
三
か
寺
」

と
呼
ば
れ
て
い
た
大
悲
寺
、
妙
覚
寺
、

光
明
寺
を
は
じ
め
、
浄
願
寺
、
西
善
寺
、

東
福（
当
福
）寺
、
釈
迦
堂
な
ど
十
八
の

お
寺
が
移
転
し
て
き
ま
し
た
。

そ
し
て
三
つ
目
が
、
久
保
田
の
町
で

開
か
れ
た
お
寺
。
弘
願
院
、
誓
願
寺
、

普
伝
寺
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

お
寺
を
外
町
の
西
側
に
並
べ
た
こ
と

に
は
、
戦い

く
さ

の
時
の
防
衛
体
制
、
戦
略
的

な
要
素
も
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
大
き

く
丈
夫
な
建
物
と
広
い
敷
地
を
備
え
た

寺
院
は
、
敵
を
迎
え
撃
つ
と
き
の
格
好

の
待
機
場
所
と
な
っ
た
で
し
ょ
う
し
、

攻
め
入
る
敵
の
〃
壁
〃
と
な
っ
て
、
一
時

的
に
そ
の
足
を
止
め
る
こ
と
に
も
な
り

ま
す
。
そ
し
て
寺
院
を
す
き
間
な
く
並

べ
て
配
置
す
る
こ
と
で
、
そ
の
壁
を
よ

り
強
固
な
も
の
に
し
た
の
で
し
ょ
う
。

全
国
に
は
た
く
さ
ん
の
城
下
町
が
あ

り
ま
す
が
、
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど

寺
町
が
存
在
し
、
同
様
の
役
割
を
果
た

し
て
い
た
よ
う
で
す
。
義
宣
も
江
戸
や

外
町
の
西
に

端
然
と
並
ぶ
寺
院
群

⑦
寺
町
編

●この建都400年企画は月１回掲載

寺
町
に
は

四
十
の
寺
を
配
置

戦い
く
さ

が
始
ま
れ
ば

強
靱じ

ん

な
防
護
壁
に

現在の寺町通り(旭北寺町)

昭和58年、寺町通り
は「市民が選ぶ都市
景観賞」を受賞して
います



京(

都)

で
た
く
さ
ん
の
城
下
町
を
目
に

し
て
い
た
で
し
ょ
う
か
ら
、
ど
こ
か
の

町
を
参
考
に
ま
ち
づ
く
り
を
始
め
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

寺
町
の
お
寺
に
は
、
歴
史
的
価
値
の

高
い
文
化
財
が
数
多
く
残
っ
て
い
ま

す
。
中
に
は
県
や
市
か
ら
指
定
を
受
け

て
い
る
文
化
財
も
あ
り
ま
す
が
、
な
に

し
ろ
、
寺
町
の
空
間
自
体
が
歴
史
資
料

の
よ
う
な
も
の
で
す
か
ら
、
指
定
を
受

け
た
も
の
以
外
に
も
貴
重
な
文
化
財
が

た
く
さ
ん
、
そ
し
て
大
事
に
保
存
さ
れ

て
い
ま
す
。

現
在
、
千
秋
美
術
館
な
ど
で
開
催
中

の
「
秋
田
市
の
文
化
財
展(

２
ペ
ー
ジ
参

照)

」
で
、
数
あ
る
寺
宝
の
一
部
が
ご
覧

い
た
だ
け
ま
す
。
同
展
で
は
、
市
内
に

現
存
す
る
国
・
県
・
市
指
定
の
文
化
財

を
一
堂
に
展
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の
機

会
に
、
ち
ょ
っ
と
歴
史
散
歩
に
出
か
け

て
み
ま
せ
ん
か
。

寺
町
通
り
を
歩
い
て
い
る
と
な
ぜ
か

気
が
引
き
締
ま
り
ま
す
。
威
光
を
放
つ

大
き
な
門
、
樹
齢
を
重
ね
た
巨
木
、
静

か
に
流
れ
る
空
気
…
。

信
仰
と
戦
略
と
い
う
、
異
な
っ
た
二

つ
の
側
面
を
持
っ
た
ま
ち
。
久
保
田
の

安
定
に
決
し
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な

か
っ
た
ま
ち
で
す
。

幾度もの大火を
乗り越えて

歴
史
を
物
語
る

数
々
の
遺
産
が
残
る

初代秋田藩主・佐竹義宣により
まちづくりが進められた久保田の
町は、大きな火災を繰り返した悲
しい歴史も持ち合わせています。
久保田城ができあがったのは寛

永８年(1631)ごろとされています
が、そのわずか２年後の寛永10年
の火災で城の本丸が焼失していま
す。その後も城は何度か火災に見
舞われ、明治13年(1880)の火災を最
後に、城のほとんどが焼失してし
まいました。
また、城下の町にしても、慶安

３年(1650)の大火では、2,000軒余
の家が焼失したとされ、その後も
焼失軒数1,000軒を超える大きな火
災を幾度も経験しました。
そして、最も被害が大きかった

とされるのが“俵
たわら

屋
や

火事”と呼ば
れる、明治19年(1886)に起こった大
火。外町で上がった火の手は強風
にあおられて勢いを増し、八橋、
寺内にまで及びました。3,500軒以
上の家が焼失、お寺や学校、銀行
なども燃えてしまい、外町は焼け
野原状態だったといいます。寺町
で被災を免れたお寺は、たった２
軒しかありませんでした。犠牲者
17人、186人もの負傷者を出し、
2,000人を超える人たちが避難生活
を余儀なくされました。
何度となく町を襲った大

火。そのたびに復興に費や
された努力はどれほどか知
れません。悲しい歴史を二
度と繰り返すことのないよ
う、火の扱いには十分気を
つけたいものです。

「秋田市の文化財展」で出品されている
寺町の文化財です
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紙本墨画寒山拾得(大悲寺蔵)

木造釈迦如来座像
(應供寺蔵)

釈迦三尊像図
(当福寺蔵)

※これらの展示は
千秋美術館で。
日程など詳しく
は２ページをご
覧ください。

梵鐘(西善寺蔵)

木造聖観音(歓喜寺蔵)


