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明
治
三
十
七
年
、 

中 
ち
ゅ
う 

國  
鐡  
道 
吉
備
線
岡
山
� 
湛  
井 

ご
く 
て
つ 
ど
う 

た
た 

い

間
が
開
業
し
ま
し
た
。
高
瀬
舟
か
ら
鉄
道
へ
、
高
梁

川
流
域
交
通
が
近
代
化
の
幕
を
開
け
た
そ
の
年
、 

妹 せ

 
尾  
友  
太  
郎 
ら
地
元
の 
棟 

の
お 
と
も 

た 

ろ
う 

と
う 

梁 
た
ち
に
よ
っ
て
「
高
梁
尋

り
ょ
う

常
高
等
小
学
校
」
が
竣
工
し
ま
し
た
。

旧
高
梁 
尋  
常  
高  
等  
小  
学  
校 （
向
町
）

じ
ん 
じ
ょ
う 
こ
う 

と
う 
し
ょ
う 
が
っ 

こ
う

　

建
物
は
、
玄
関
ポ
ー
チ
を
中

心
に
ほ
ぼ
左
右
対
称
と
し
た

「 
疑  
洋  
風 
建
築
」。
近
代
教
育
に

ぎ 

よ
う 
ふ
う

か
け
る
明
治
政
府
の
意
気
込
み

が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
屋

根
に
は
、
室
内
換
気
の
た
め
の

ふ
た
つ
の
「
ド
ー
マ
ー
ウ
ィ
ン

ド
ウ
」
が
並
ん
で
い
ま
す
。「 
腰 
こ
し

 
壁 
」
は
、
横
方
向
に
板
を
並
べ

か
べた「 

竪  
羽  
目 
」。
窓
の
周
辺
や
二

た
て 

ば 

め

階
の
壁
面
は
、
縦
方
向
に
板
を

重
ね
た「 
下  
見  
板  
張 
り
」。
外
壁

し
た 

み 

い
た 

ば

に
塗
ら
れ
た
淡
い
緑
の
ペ
ン
キ

は
、
竣
工
時
の
再
現
だ
そ
う
で
す
。
広
い
面
積
を
占

め
る
窓
に
残
る
「 
手  
延 
べ 
板  
硝  
子 
」
も
貴
重
な
産
業

て 

の 

い
た 
ガ
ラ 

ス

遺
産
で
す
。

　

天
井
を
高
く
と
っ
た
構
え
、
建
物
の
隅
々
に
ま
で

込
め
ら
れ
た
棟
梁
た
ち
の
こ
だ
わ
り
に
は
目
を
見
張

る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
玄
関
ポ
ー
チ
の
柱
や 
梁 
、
入

は
り

口
周
辺
の 
角  
材 
に
施
さ
れ
た
「 
面  
取 
り
」
は
、
子
供

か
く 
ざ
い 

め
ん 

と

が
柱
に
ぶ
つ
か
っ
て
も 
怪  
我 
を
し
な
い
た
め
の
優
し

け 

が

い
配
慮
と
、
切
り
込
み
に
よ
る
優
美
さ
の
演
出
で
も

あ
り
ま
す
。
ポ
ー
チ
の
天
井
と 
観  
音  
開 
き
の
扉
の
二

か
ん 
の
ん 
び
ら

箇
所
に
見
ら
れ
る
木
組
み
の 
意 い 
匠 
、
ポ
ー
チ
の
柱
を

し
ょ
う

支
え
る
「 
沓  
石 
」
や
、
基
礎
の 
花  
崗  
岩 
に
与
え
ら
れ

く
つ 
い
し 

か 

こ
う 
が
ん

た
彫
り
の 
妙 
も
み
ご
と
で
す
。

み
ょ
う

　

左
右
対
称
に
置
か
れ
た
階
段
と 
手  
摺 
は
威
厳
を 
呈 

て 

す
り 

て
い

し
、
折
れ
曲
が
っ
て
二
階
に
上
が
れ
ば
、
柱
の
な
い

広
い
天
井
が
出
迎
え
て
く
れ
ま
す
。
臥
牛
山
で
育
っ

た 
樅 
の
大
木
を
使
っ
た
「 
桃  
山  
風  
二 

も
み 

も
も 
や
ま 
ふ
う 

に 
重 

じ
ゅ
う 

折  
上  
格  
天 

お
り 
あ
げ 
ご
う 
て
ん

 
井 
」
で
す
。
百
五
年
た
っ
た
今
で
も
狂
い
が
な
い
と

じ
ょ
う

い
い
ま
す
。
旧
講
堂
の
一
番
奥
に
鎮
座
す
る
「 
奉  
安 

ほ
う 
あ
ん

 
殿 
」
も
重
要
な
歴
史
の
証
人
で
す
。

で
ん

　

古
い
建
物
の
保
存
や
維
持
に
は
費
用
が
か
か
り
ま

す
。
た
だ
保
存
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
市
民
生
活
や

経
済
活
動
な
ど
に 
活 
か
し
て
ゆ
く
こ
と
が
重
要
で

い

す
。「
旧
高
梁
尋
常
高
等
小
学
校
」
本
館
は
、
昭
和
四

十
七
年
か
ら
「
高
梁
市
郷
土
資
料
館
」
と
し
て
再
利

用
さ
れ
て
い
ま
す
。
学
び
の
場
と
し
て
、
た
く
さ
ん

の
人
々
の
思
い
出
が
残
る
近
代
化
遺
産
が
、
民
俗
資

料
を
収
蔵
す
る
学
習
の
場
と
し
て
第
二
の
人
生
を
送

っ
て
い
る
の
で
す
。

　

展
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
つ
い
最
近
ま
で
私
た
ち

の
身
の
回
り
に
あ
っ
た
日
用
品
か
ら
、 

麦  
稈  
真  
田  
紐 

ば
っ 
か
ん 
さ
な 

だ 

ひ
も

や 
煙
草 
を
は
じ
め
と
す
る
高
梁
の
近
代
産
業
の
資
料

タ
バ
コ

ま
で
。
約
三
千
点
を
数
え
ま
す
。
そ
の
質
の
高
さ
に

は
、 

信  
江  
啓  
子 
岡
山
県
立
博
物
館 
学  
芸  
員 
も 
太  
鼓  
判 

の
ぶ 

え 

け
い 

こ 

が
く 
げ
い 
い
ん 

た
い 

こ 

ば
ん

を
押
し
ま
す
。

（
文
・
吉
備
国
際
大
学
社
会
学
部
ビ
ジ
ネ
ス
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科
准
教
授
・
小
西
伸
彦
さ
ん
）

玄関ポーチは銅葺屋根。独特の木組みが印象的。竣工当時は、軒の高さや洋風の外
観に注目が集まったことであろう。大屋根の上に見えるのがドーマーウィンドウ。

窓上下の梁に切り込みが見られる。「面取り」である。窓の
下に連なる縦板部分を「腰板」。その組み方を「竪羽目」。窓
の右、段々模様に見える横板部分を「下見板張り」という。
「下見板張り」は江戸時代までの日本にはなかった様式。
擬洋風建築の特徴のひとつでもある。

高
梁
の

近
代
化
遺
産
�


