
路
上
観
察
の
テ
ー
マ
と
し
て
火
の
見
櫓
は

理
解
し
や
す
い
対
象
だ
ろ
う
。
そ
の
観
賞
方

法
は
一
般
的
な
古
建
築
に
比
べ
る
と
や
さ
し

い。
構
造
が
剥
き
出
し
な
の
で
外
見
か
ら
ほ

と
ん
ど
の
こ
と
が
読
み
取
れ
る
し
、
た
い
て
い

は
近
く
に
寄
って
観
察
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

デ
ザ
イ
ン
的
な
面
で
は
色
々
な
見
方
が
あ
る

の
で
、自
分
な
り
に「
カ
ッ
コ
いい」と
か「
カ

ワ
イ
イ
」と
か
感
じ
た
ま
ま
に
観
賞
す
れ
ば
よ

い
と
思
う
。
だ
が
あ
え
て
火
の
見
櫓
マ
ニ
ア
の

視
点
で
み
る
と「
姿
が
よ
い」「
背
が
高
い」「
変

わ
った
構
造
」
と
い
う
3
つ
の
評
価
ポ
イ
ン
ト

が
あ
る
。
そ
し
て
徳
島
の
火
の
見
櫓
の
特
徴

を
他
県
と
比
較
し
て
ひ
と
つ
だ
け
選
ぶ
と
し

た
ら「
変
わ
った
構
造
」で
は
な
いか
と
思
う
。

何
が
変
わ
って
い
る
か
と
い
う
と
、
木
造
の
火

の
見
櫓
が
多
い
の
だ
。
私
も
全
都
道
府
県
の

火
の
見
櫓
を
見
た
わ
け
で
は
な
いが
、他
県
で

は
木
造
の
火
の
見
櫓
を
見
つ
け
る
の
は
か
な

り
む
ず
か
し
い。
そ
れ
が
徳
島
で
は
比
較
的

簡
単
に
木
造
の
火
の
見
櫓
を
見
つ
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
は
火
の
見
櫓
マ
ニ
ア
に
と
っ

て
実
に
う
ら
や
ま
し
い
環
境
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
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山の緑を背にした白銀の火の見櫓。集落の中
からひときわ高くそびえる姿は、ヨーロッパにお
ける教会の尖塔のように、風景を引き締める点
景となっている。この物件は単なる見張り台の
用途を超越した宗教的な美しさすら感じさせ
る。
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一
本
柱
の
シ
ン
プ
ル
な
火
の
見
だ
。
電
柱
の
よ
う
に
足
場

が
互
い
違
い
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
の
が
特
徴
。
元
々
は

先
端
部
分
に
半
鐘
が
吊
る
さ
れ
て
いた
よ
う
だ
が
、
いま
は

下
の
ほ
う
に
移
さ
れ
て
い
る
。
石
井
町
方
面
に
は
こ
の
よ

う
な
一
本
柱
の
木
造
火
の
見
が
いく
つ
か
あ
る
。
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一
本
柱
だ
が
、
足
場
が
左
右
に
均
等
に
な
って
い
る
。
私
が

「
魚
の
ホ
ネ
」
と
呼
ん
で
い
る
タ
イ
プ
。
途
中
に
足
場
が
見

え
る
が
、
こ
の
上
に
立
って
半
鐘
を
叩
く
の
だ
。
私
に
は
絶

対
無
理
。
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火
の
見
櫓
と
は
、
厳
密
に
は
高
い
と
こ
ろ
か
ら
火
事
を
監
視

す
る
櫓
の
こ
と
な
の
だ
が
、こ
の
よ
う
に
背
が
低
く
、半
鐘
を

鳴
ら
す
だ
け
の
も
の
も
一
緒
に
扱
う
。
こ
れ
は
柱
と
屋
根
だ

け
の
素
朴
な
構
造
。
よ
く
あ
り
そ
う
で
実
は
貴
重
な
物
件

だ
。
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半
鐘
を
吊
り
下
げ
る
木
造
の
柱
を
火
の
見
櫓
と
呼
ぶ
の
な

ら
、
こ
れ
も
火
の
見
櫓
の
一
種
か
も
し
れ
な
い。
神
山
町
に

あ
る
半
鐘
付
き
の
ム
ク
ノ
キ
。
集
落
を
見
渡
せ
る
高
台
に

立
って
いて
、
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
で
神
々
し
い存
在
。
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県
内
で
私
が
知
る
限
り
最
も
フ
ォ
ト
ジ
ェ
ニ
ッ
ク
な
木
造
火

の
見
櫓
。
田
植
え
シ
ー
ズ
ン
の
棚
田
に
水
が
張
ら
れ
た
と
き

は
ひ
と
き
わ
美
し
い。
柱
が
二
本
あ
る
が
、
実
は
こ
れ
は
途

中
か
ら
枝
分
か
れ
し
た
音
叉
の
よ
う
な
形
の
一
本
の
木
を
利

用
し
て
いる
。
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国
道193

号
線
と
撫
養
街
道
と
の
交
差
点
に
あ
る
、
三
本

柱
の
木
造
火
の
見
櫓
。
周
囲
が
住
宅
な
の
で
目
立
た
な
い

が
、
全
国
的
に
見
て
か
な
り
ハ
イ
レ
ベ
ル
な
物
件
。
こ
れ
が

も
し
田
園
風
景
の
中
に
あ
った
ら
、
火
の
見
櫓
マ
ニ
ア
の
聖

地
と
な
って
いた
か
も
し
れ
な
い。
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吉
野
川
の
堤
防
の
斜
面
に
立
つ
。
こ
れ
は
も
し
か
し
た
ら
、

火
事
を
見
張
る
だ
け
で
な
く
、
川
の
増
水
を
見
張
る
た
め
の

櫓
な
の
か
も
し
れ
な
い。
吉
野
川
や
那
賀
川
の
堤
防
に
は
、

こ
ん
な
小
さ
な
火
の
見
櫓
が
何
箇
所
か
あ
る
。
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途
中
に
張
り
出
し
た
小
さ
な
物
見
台
の
半
鐘
に
も
屋
根
が
つ

い
た
凝
った
作
り
の
櫓
。
伊
予
街
道
や
撫
養
街
道
の
旧
道
を

走
る
と
火
の
見
櫓
を
た
く
さ
ん
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
物
件
は
ペー
ジ
の
先
頭
で
紹
介
し
て
い
る
秋
月
の
物
件

と
屋
根
が
似
て
い
る
の
で
同
じ
鉄
工
所
の
作
品
か
も
し
れ
な
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現
時
点
で
、
私
に
と
って
県
内
ベ
ス
ト
の
物
件
。
屋
根
の
反

り
、
物
見
台
の
ほ
ど
よ
い
広
さ
、
上
部
へ向
か
っ
て
の
逓
減

率
、
柱
が
下
部
で
広
が
って
いる
デ
ザ
イ
ン
な
ど
、
全
体
の
バ

ラ
ン
ス
が
理
想
的
だ
。
ま
た
周
囲
に
建
物
が
な
く
遠
く
か
ら

も
見
え
る
の
も
よ
い。
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鉄
製
の
小
さ
な
火
の
見
櫓
。
一
般
的
な
鉄
製
の
火
の
見
櫓
で

は
通
し
柱
の
上
に
屋
根
が
乗
る
の
だ
が
、
こ
の
物
件
は
物
見

台
部
分
の
四
隅
か
ら
柱
を
立
ち
上
げ
て
屋
根
を
載
せ
て
い
る

珍
し
い
構
造
。
立
っ
て
い
る
場
所
が
山
の
高
い
と
こ
ろ
な
の

で
、
櫓
自
体
は
低
く
て
も
い
い
の
だ
ろ
う
。
県
西
の
山
間
部

で
は
小
さ
な
火
の
見
櫓
が
多
く
な
る
。


