
　

さ
て
、
看
板
建
築
と
は
何
ぞ
や
。
そ
も
そ

も
そ
ん
な
建
築
用
語
は
無
か
っ
た
の
だ
が
、

昭
和
の
終
わ
り
頃
に
そ
の
名
を
冠
し
た
本
が

出
る
。
著
者
は
、
当
時
、
建
築
探
偵
で
売
り
出

し
中
の
藤
森
照
信
氏
、
建
築
史
家
に
し
て
後
の

建
築
家
。
こ
の
本
に
よ
れ
ば
、
実
際
の
用
語
デ

ビ
ュ
ー
は
も
っ
と
前
ら
し
い
が
、
書
籍
化
さ
れ

た
と
い
う
意
味
で
も
少
し
ず
つ
社
会
認
知
さ
れ

始
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
察
せ
ら
れ
る
。

　

で
は
、
看
板
建
築
の
建
物
イ
メ
ー
ジ
は
？
と

問
わ
れ
れ
ば
、
こ
こ
に
掲
載
し
た
写
真
か
ら
想

定
し
て
い
た
だ
く
ほ
か
な
い
が
、
ま
さ
に
通
り

に
面
し
た
フ
ァ
サ
ー
ド
（
正
面
）
重
視
の
デ
ザ

イ
ン
で
、
商
店
建
築
と
し
て
流
行
し
た
。
時
代

は
昭
和
初
期
。
命
名
者
に
よ
れ
ば
、
関
東
大
震

災
後
の
震
災
復
興
（
区
画
整
理
事
業
）
で
誕
生

す
る
。
従
っ
て
、
氏
の
調
査
エ
リ
ア
は
東
京
の

下
町
辺
り
、
太
平
洋
戦
争
の
空
襲
を
免
れ
た
エ

リ
ア
に
つ
い
て
な
ん
だ
が
、
ど
っ
こ
い
我
が
八

幡
浜
に
も
ま
だ
相
当
数
の
看
板
建
築
が
残
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
事
に
つ
い
て
語
っ
て
み
よ
う
、

と
い
う
の
が
今
回
の
テ
ー
マ
。

【
何
故
多
く
残
っ
て
い
る
か
？
】

　

大
き
く
分
け
て
二
つ
の
理
由
が
考
え
ら
れ

る
。
ま
ず
、
戦
災
を
免
れ
て
い
る
町
で
あ
る

事
。
戦
前
期
に
市
制
を
敷
い
た
町
は
松
山
市

（
M
22
）
、
今
治
市
（
T
9
）
、
宇
和
島
市

（
T
10
）
、
そ
し
て
昭
和
10
年
に
八
幡
浜
市
が

県
内
4
番
目
に
市
制
を
敷
き
、
次
い
で
新
居
浜

市
（
S
12
）
の
計
5
都
市
。
こ
れ
ら
の
中
で
、

何
故
か
八
幡
浜
市
の
み
は
空
襲
被
害
に
遭
っ
て

い
な
い
。
な
の
で
、
戦
前
期
の
建
築
ス
タ
イ
ル

（
戦
後
も
あ
り
得
た
が
）
で
あ
る
看
板
建
築

が
、
多
く
残
る
結
果
と
な
っ
た
。

　

も
う
一
つ
は
、
商
業
の
町
で
あ
る
と
い
う
市

の
性
格
、
つ
ま
り
は
商
店
が
多
い
と
い
う
根

本
的
な
理
由
。
一
般
的
に
は
、
「
み
か
ん
と
魚

の
町
」
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
形
容
は

あ
る
が
、
実
は
そ
れ
は
戦
後
の
話
、
し
か
も
旧

矢
野
崎
村
（
向む

か
い
な
だ灘
）
エ
リ
ア
の
日
の
丸
み
か
ん

産
地
（
権
現
山
）
と
ト
ロ
ー
ル
漁
業
基
地
あ
っ

て
の
事
。
八
幡
浜
市
街
の
核
を
成
す
旧
八
幡
浜

町
エ
リ
ア
は
、
県
内
有
数
の
商
店
街
で
形
成
さ

れ
た
商
人
の
町
。
な
の
で
、
商
業
学
校
と
し
て

は
県
下
の
ト
ッ
プ
を
切
っ
て
明
治
34
年
に
発
足

し
、
同
39
年
に
県
立
八
幡
浜
商
業
学
校
と
な

る
。

　

そ
う
し
た
商
港
と
し
て
の
発
展
が
、
狭
い
埋

め
立
て
地
に
商
家
が
並
ぶ
町
並
み
景
観
を
形
成

し
、
ゆ
え
に
“
伊
予
の
大
阪
”
と
も
称
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

【
そ
の
建
築
的
特
徴
に
つ
い
て
】

　

市
内
の
狭

い
通
り
を
ア

チ
コ
チ
探
索

す
る
と
、
至

る
所
で
そ
の

看
板
建
築
に

出
く
わ
す
事

に
な
る
が
、

よ
く
目
に
す

る
の
が
洗
い

出
し
と
い
う

左
官
技
法
に

よ
る
レ
リ
ー

フ
装
飾
。
例

え
ば
、
写
真
①

と
③
の
よ
う
に

木
造
建
築
の
通

り
に
面
し
た
側

一
面
の
み
を
コ

ン
ク
リ
ー
ト
仕

上
げ
と
し
て
、

そ
の
適
宜
な
場

所
に
洋
風
の
飾

り
を
施
す
。

　

特
に
③
の

コ
ー
ナ
ー
に
は

ア
カ
ン
サ
ス

（
西
洋
あ
ざ

み
）
と
呼
ば
れ

る
ギ
リ
シ
ャ
建

築
由
来
の
装
飾

が
あ
り
、
⑥
な

ど
は
そ
の
ア
カ

ン
サ
ス
を
あ
し

ら
っ
た
メ
ダ
イ

ヨ
ン
を
中
央
に

置
く
。
④
の
お

ぎ
や
は
近
年
解

体
さ
れ
現
存
し

な
い
が
、
そ
の
上
部
に
は
立
体
造
形
と
し
て
の

孔
雀
⑤
が
羽
を
広
げ
て
い
た
。
戦
後
、
高
度
成

長
期
に
ア
ー
ケ
ー
ド
が
設
け
ら
れ
、
残
念
な
が

ら
永
ら
く
こ
の
孔
雀
は
下
か
ら
眺
め
る
こ
と
が

出
来
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
あ
る
時
上
で
発
見
し

た
際
、
私
は

「
孤
高
の
ピ
ー

コ
ッ
ク
」
と

名
付
け
た
も
の

だ
。

　

変
わ
っ
た
素

材
と
し
て
は
タ

イ
ル
と
銅
板
。

両
方
と
も
残
念

か
な
現
存
し
な

い
が
、
⑩
の
金

本
鉄
店
は
ス
ク

ラ
ッ
チ
タ
イ
ル

貼
り
の
建
築
と

し
て
は
県
内
屈

指
だ
っ
た
。
大

正
12
年
に
完
成

し
た
か
の
帝
国

ホ
テ
ル
（
フ
ラ

ン
ク
ロ
イ
ド
ラ

イ
ト
の
設
計
）

に
使
用
さ
れ
た

外
装
材
で
、
関

東
大
震
災
で

無
事
だ
っ
た
事

か
ら
急
に
全
国

的
に
流
行
し
て

ゆ
き
、
地
方
で

は
昭
和
初
期
の

建
物
指
標
の
よ

う
に
な
る
。
銅

板
の
方
は
、
⑪

の
金
本
本
店
の

方
、
生な

り
わ
い業

も
和

洋
金
物
商
。
こ

ち
ら
は
和
風
建

築
と
し
て
の
意

匠
と
な
る
が
、

一
文
字
瓦
に
見

事
な
板
金
装
飾

の
建
物
と
し

て
、
扱
い
商
品

の
喧
伝
も
兼
ね

た
こ
れ
ま
た
県

内
屈
指
の
商
家

だ
っ
た
。

　

今
回
ご
紹
介

の
他
に
も
ま
だ

ま
だ
、
是
非
一
度
当
地
に
足
を
運
ん
で
い
た
だ

き
、
“
飽
き
な
い
商
い
の
町
”
を
堪
能
し
て
み

て
は
如い

か

が何
。

※④〜⑥は「氷見古民家研究会」よりご教示いただく。

①マツモト理容（南大黒町）

③旧林自転車店（矢野町2）⑤孤高のピーコック

⑦大西屋倉庫（北浜1）

⑨高村印房（矢野町4）⑪金本本店（新町3） ②宇都宮理容（仲之町）

④おぎや（矢野町5）

⑥まえがみ呉服店（新町4）⑧向灘郵便局（高城5）

⑩金本鉄店（大黒町1）
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