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屋
島
の
ふ
も
と
、
家
々
が
た
た
ず
む
里
山
の
集
落
。

石
坂
を
上
っ
て
吊
り
橋
を
渡
り
、
小
道
の
先
へ
と
迷
い
込
む
。

ひ
と
つ
、
ま
た
ひ
と
つ
と
、
新
た
な
発
見
に
出
会
う
旅
へ
。

今
こ
そ
、四
国
村
。

大
人
に
な
っ
た
ら
行
き
た
い
場
所

冨木田家砂糖しめ小屋

年代：1800年代後半（明治時代初期）
旧所在地：香川県坂出市青海町

染が滝
彫刻家・流政之により古民家の礎
石を組み合わせてつくられた滝。家々
の間を抜けた先に開放的な空間が
広がっている

四国村石舟のアーチ橋
登録有形文化財

年代：1901（明治34）年
旧所在地：香川県高松市国分寺町新名石舟
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香
川
県
屋
島
の
南な

ん

嶺れ
い

に
広
が
る
「
四
国
民

家
博
物
館

”
四
国
村
ミ
ウ
ゼ
ア
ム

“（
以
下

四
国
村
）
」
が
２
０
２
２
年
、
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
し
ま
し
た
。

　

石
坂
に
沿
っ
て
「
お
や
ね
さ
ん
（
Ｐ
30
）
」

が
新
設
さ
れ
、
来
場
者
を
か
ず
ら
橋
へ
と
誘

い
ま
す
。
こ
わ
ご
わ
足
下
を
覗
く
と
、
ブ
ォ
ー

と
牛
蛙
が
お
出
迎
え
。
小
道
を
進
む
と
、
ぱ
っ

と
空
が
開
け
て
農
村
歌
舞
伎
の
舞
台
に
出
ま

す
。
そ
の
鮮
や
か
な
場
面
転
換
に
、
一
瞬
、

古
い
に
し
え

の
小
豆
島
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
か
と

惑
う
ほ
ど
。
扇
状
に
広
が
る
石
段
を
上
る
と
、

や
が
て
な
ま
こ
壁
の
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

セ
ン
タ
ー
が
登
場
し
ま
す
。
こ
こ
ま
で
来
る

と
、
心
身
が
す
っ
か
り
こ
の
世
界
に
没
入
し

て
い
る
こ
と
に
気
付
き
ま
す
。

　

こ
こ
は
ホ
ワ
イ
ト
キ
ュ
ー
ブ
で
も
テ
ー
マ

パ
ー
ク
で
も
な
い
、
唯
一
無
二
の
空
間
。
誰

の
頭
の
片
隅
に
も
残
っ
て
い
る
よ
う
な
懐
か

し
い
景
色
を
見
せ
て
く
れ
る
場
所
で
す
。

　

四
国
村
で
は
四
県
か
ら
移
築
さ
れ
た
33
棟

の
古
民
家
群
が
一
つ
の
村
を
成
し
て
い
ま

す
。
敷
地
内
は
５
エ
リ
ア
に
分
か
れ
、
趣

あ
る
小
道
で
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は

ち
ょ
う
ど
、
山
肌
に
い
く
つ
も
の
集
落
が
集

ま
る
四
国
の
里
山
さ
な
が
ら
で
す
。

「
そ
れ
ぞ
れ
の
家
が
見
通
せ
な
い
よ
う
に
、

が
ら
り
と
風
情
を
変
え
る
の
が
い
い
」
と
は
、

創
立
に
深
く
関
わ
っ
た
彫
刻
家
・
流

な
が
れ

政ま
さ

之ゆ
き

の

言
葉
。
村
内
に
水
路
や
滝
を
設
け
、
高
低
差

を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
演
出
し
ま
し
た
。
創
立

時
に
植
え
ら
れ
た
樹
々
は
深
く
茂
り
、
今
で

は
周
囲
の
原
生
林
と
馴
染
む
よ
う
に
、
村
全

体
を
包
み
込
ん
で
い
ま
す
。

　

海
ぎ
わ
で
、
急
峻
な
山
で
、
人
馬
賑
わ
う

市
中
で
…
。
江
戸
後
期
か
ら
大
正
期
に
か

け
長
い
時
を
刻
ん
で
き
た
家
々
は
、
語
ら
ず

と
も
当
時
の
物
語
を
伝
え
て
く
れ
る
よ
う
で

す
。
解
体
の
際
に
は
専
門
家
が
調
査
を
行
い
、

移
築
時
に
は
方
角
や
周
辺
環
境
ま
で
、
で
き

る
限
り
忠
実
に
再
現
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
多

く
は
文
化
財
に
指
定
・
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

村
を
歩
く
と
、
生
ま
れ
た
地
で
暮
ら
し
、

作
物
を
育
て
道
具
を
作
る
と
い
う
、
人
の
根

源
的
な
営
み
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

土
間
に
鎮
座
す
る
巨
大
な
楮

こ
う
ぞ

蒸
し
釜
。
サ
ト

ウ
キ
ビ
を
一
滴
で
も
多
く
絞
る
知
恵
。
工
夫

の
跡
は
今
も
色
濃
く
家
々
に
残
っ
て
い
ま

す
。
加
え
て
、
庭
木
の
手
入
れ
や
屋
根
の
葺

き
替
え
な
ど
村
を
維
持
す
る
作
業
は
絶
え
間

な
く
、
だ
か
ら
こ
そ
時
が
経
つ
ほ
ど
に
価
値

を
増
し
て
い
き
ま
す
。

　

雪
深
い
村
の
家
は
囲
炉
裏
を
中
心
に
縮
こ

ま
り
、
重
い
屋
根
を
被
り
ま
す
。
か
と
思
え

ば
漁
村
の
家
は
あ
っ
け
ら
か
ん
と
し
、
ひ
ゅ

う
っ
と
風
が
吹
き
抜
け
ま
す
。
灯
台
守
の
家

は
近
代
化
の
足
音
を
伝
え
な
が
ら
も
、
雲
形

の
屋
根
飾
り
に
雨
乞
い
の
祈
り
を
偲
ぶ
こ
と

が
で
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
四
国
は
小
さ
な
よ

う
で
実
に
多
様
で
あ
る
こ
と
を
、
私
た
ち
は

家
々
を
通
し
て
知
る
の
で
す
。

　

も
し
車
の
な
い
時
代
に
四
国
を
旅
し
た
な

ら
、
き
っ
と
こ
ん
な
景
色
が
広
が
っ
て
い
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

故
郷
の
人
智
を
知
る
と
こ
ろ

在
り
し
日
の
四
国
を
旅
す
る
よ
う
に

生
き
て
き
た
家
た
ち

四国村土佐の楮蒸し小屋
登録有形文化財

年代：1920年頃（大正末期～昭和初期）
旧所在地：高知県高岡郡梼原町

丸亀藩御用蔵
有形文化財（県）

年代：1796年以前
旧所在地：香川県丸亀市

四国村鍋島灯台退息所
登録有形文化財

年代：1873（明治6）年
旧所在地：香川県坂出市与島町鍋島

旧河野家住宅

年代：1700年代前半（江戸時代中期）
旧所在地：愛媛県喜多郡内子町

収蔵庫から見る屋島南嶺（なんれい）は尖ったような形をしている。
四国村だからこそ見られる角度

醤油蔵の前にずらりと並べられた醤油壺。取っ手や
注ぎ口がユーモラスな表情を生んでいる
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農
耕
や
漁
労
と
い
っ
た
生
業
の
傍
ら
で
、
祈

り
を
込
め
、
実
益
を
兼
ね
て
行
わ
れ
る
多
様

な
手
仕
事
。
今
や
遠
い
記
憶
と
な
り
つ
つ
あ
る

風
景
が
、
四
国
村
に
は
今
も
残
っ
て
い
ま
す
。

　

秋
、
村
は
に
わ
か
に
慌
た
だ
し
く
な
り
ま

す
。
村
外
へ
と
稲
刈
り
に
出
か
け
、
正
月
飾

り
の
稲
わ
ら
を
調
達
す
る
の
で
す
。
く
る
り

と
剥
い
た
柿
や
大
根
も
干
し
始
め
ま
す
。
88

歳
を
迎
え
る
古
老
の
職
員
・
森
良
男
さ
ん
の

陣
頭
指
揮
の
も
と
、
稲
わ
ら
は
各
家
々
に
伝

来
す
る
形
に
綯な

わ
れ
、
村
内
約
30
ヶ
所
に
飾

ら
れ
ま
す
。
か
と
思
え
ば
、
直
後
に
は
餅
つ

き
が
控
え
て
い
て
息
着
く
暇
も
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
さ
に
農
村
さ
な
が
ら
の
忙
し
さ
で
す
。　

　

同
じ
頃
、
家
々
の
囲
炉
裏
に
火
が
入
れ
ら

れ
始
め
ま
す
。
村
に
あ
る
ど
の
家
も
貴
重
な

文
化
財
。
一
般
的
に
は
火
気
厳
禁
で
す
。
し

か
し
、
家
を
長
く
生
か
し
続
け
る
に
は
虫
除

け
の
た
め
の
煤す

す

が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
先
人
の

遺
産
を
守
る
こ
と
と
は
、
絶
え
ず
当
時
の
よ

う
に
手
を
入
れ
続
け
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い

の
で
す
。

　

家
々
を
守
る
た
め
に
は
、
樹
々
を
剪
定
し

風
通
し
を
良
く
す
る
こ
と
も
大
切
で
す
。
む

や
み
に
伐
り
す
ぎ
る
こ
と
な
く
、
一
方
で
時

を
経
て
も
見
晴
ら
し
が
良
く
な
る
よ
う
に
、

熟
考
の
上
で
手
入
れ
が
進
め
ら
れ
ま
す
。
時

に
は
あ
え
て
樹
高
を
落
と
し
、
茅
葺
き
屋
根

の
高
さ
に
花
が
咲
く
よ
う
調
整
す
る
こ
と
も
。

周
囲
を
少
し
ず
つ
変
え
て
い
く
こ
と
で
、
美

し
い
景
観
を
維
持
し
て
い
る
の
で
す
。

　

開
村
に
際
し
て
、
民
家
研
究
の
第
一
人
者
・

伊
藤
て
い
じ
は
こ
う
語
り
ま
し
た
。「
移
築

さ
れ
た
建
物
が
抜
け
殻
に
な
っ
て
は
い
け
な

い
」。
家
々
で
の
人
の
暮
ら
し
、
営
み
こ
そ
が

後
世
に
伝
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
。　

　

そ
し
て
ま
た
「
こ
こ
で
祖
父
母
か
ら
思
い

出
話
を
聞
い
た
子
ど
も
た
ち
が
、
い
ず
れ
自

分
の
家
族
と
共
に
村
を
訪
れ
て
ほ
し
い
」
と
、

職
員
の
一
人
、
新
福
さ
ん
は
語
り
ま
す
。

　

屋
島
の
ふ
も
と
、
大
ら
か
な
自
然
と
家
々

が
、
こ
の
先
も
変
わ
ら
ず
私
た
ち
を
迎
え
て

く
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

め
ぐ
る
歳
時
記

世
代
を
超
え
て

つ
な
い
で
い
く
こ
と

村
の
四
季

秋

冬

春

夏

最高齢の森良夫さん（左）と最若手の三村幸味さん（右）。祖父と孫ほども年齢のちがう2人だが作業の息はぴったり。庭の手入れやしめ縄づくりでは、この道数十年になる森さんの指導の下、
三村さんら若手職員がその技を受け継いでいる。森さんは「もう任せられる」と太鼓判を押す

節句の雛飾りに続きソメイヨシノやモクレン

が次 と々村を彩り、背後の屋島も山桜に覆

われます。チューリップが満開となるといよ

いよ春もたけなわです。

梅雨に打たれた家々や石畳は静かな風情

を醸
かも

します。盛夏を迎え、蝉が一斉に鳴く

頃になると、染が滝や水景庭園の水音が一

層心地よく感じられます。

風が涼しくなると秋も間近。彼岸花が妖艶

に咲き、いつしかキンモクセイの香りが漂い

ます。心地よい虫の声に色づく樹々…小道

の散策が何より楽しい季節です。

きりっと厳しい寒さの日には囲炉裏が恋しく

なるもの。村内各地で新年を迎える準備が

進められます。文化財を守るため、地元消防

署との共同訓練も行われます。

旧河野家住宅
年代：1700年代前半（江戸時代中期）
旧所在地：愛媛県喜多郡内子町
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創
始
者
・
加
藤
達
雄
の
言
葉
で
す
。

加
藤
陸
運
株
式
会
社
（
現
カ
ト
ー

レ
ッ
ク
株
式
会
社
）
を
創
業
し
、
物

流
・
電
子
機
器
製
造
へ
と
事
業
を
広

げ
た
加
藤
は
、
希
代
の
蒐

し
ゅ
う

集
し
ゅ
う

家か

で
も

あ
り
ま
し
た
。
金
銅
仏
に
魅
せ
ら
れ

旅
に
出
て
、
マ
テ
ィ
ス
や
ピ
カ
ソ
ま

で
各
国
各
時
代
の
美
術
品
を
集
め
て

い
ま
し
た
。
そ
ん
な
加
藤
が
生
涯
を

か
け
て
最
も
熱
中
し
た
の
が
古
民
家

で
し
た
。

　

き
っ
か
け
は
、
祖
谷
か
ら
古
民
家

を
移
築
し
う
ど
ん
店
「
わ
ら
家
（
Ｐ

33)

」
を
開
業
し
た
こ
と
。
葺
き
た

て
の
屋
根
、
そ
し
て
室
内
空
間
の
美

し
さ
に
感
銘
を
受
け
た
加
藤
は
、
続

い
て
古
民
家
と
歌
舞
伎
舞
台
を
入
手

し
倉
庫
へ
と
保
管
し
て
い
ま
し
た
。

　

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
集
め
た
古
民

家
を
野
外
博
物
館
と
し
て
展
示
す
る

ア
イ
デ
ア
が
浮
上
し
ま
す
。
加
藤
は

当
時
を
「
美
術
品
を
少
々
手
放
し
て

で
も
、
四
国
人
の
祖
先
の
汗
と
手
あ

か
の
し
み
こ
ん
だ
民
家
を
一
軒
で
も

多
く
助
け
る
こ
と
の
方
が
大
切
で
は

な
い
の
か
。
そ
う
思
っ
た
ら
ハ
ラ
が

決
ま
っ
た
」
と
振
り
返
り
ま
し
た
。

　

専
門
家
の
協
力
の
も
と
、
さ
っ
そ

く
調
査
が
ス
タ
ー
ト
。
加
藤
は
四
国

中
を
西
へ
東
へ
と
奔
走
し
、
時
に
一

升
瓶
を
担
ぎ
な
が
ら
、
集
落
の
道
々

を
訪
ね
歩
き
ま
し
た
。
時
代
は
高
度

経
済
成
長
の
頂
点
。
あ
わ
や
取
り
壊

し
、
と
い
う
ギ
リ
ギ
リ
の
タ
イ
ミ
ン

グ
で
手
に
入
れ
た
家
も
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
１
９
７
６
年
、
四
国
村
が

開
村
。
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
セ
レ
モ
ニ
ー

に
は
流
政
之
、
伊
藤
て
い
じ
、
猪
熊

弦
一
郎
、
瀬
戸
内
寂
聴
ら
が
列
席
し

開
村
を
祝
し
ま
し
た
。
彼
ら
か
ら
寄

せ
ら
れ
た
温
か
な
言
葉
の
一
部
を
、

私
た
ち
は
現
在
「
お
や
ね
さ
ん
」
で

目
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

一
つ
ひ
と
つ
が
、
今
も
息
を
し
て
い
る
。
な
で
て
や
り
た
く
な
る
。

 

こ
れ
等
の
木
に
『
よ
く
、
永
く
、
生
き
て
い
た
ね
』

 

『
い
い
人
に
救
わ
れ
た
ね
』
と
言
い
た
く
な
る
。

 

こ
れ
で
老
齢
を
又
一
廻
り
も
二
廻
り
も
永
生
き
さ
せ
る
事
が
出
来
る
。

 

そ
し
て
（
中
略
）

こ
れ
等
の
家
達
が
、

 

仲
良
く
当
時
の
若
か
り
し
日
の
事
を
語
り
合
っ
て
い
る
か
に
見
え
る
。

猪
熊
弦
一
郎　

開
村
に
寄
せ
た
祝
辞
「
生
き
て
い
る
四
国
村
」
よ
り

取
材
ご
協
力　

カ
ト
ー
レ
ッ
ク
株
式
会
社
代
表
取
締
役
社
長 

加
藤
英
輔
様

　
　
　
　
　
　

 

四
国
村
ミ
ウ
ゼ
ア
ム
職
員
皆
様

尾
形
光
琳
の
扇
面
よ
り
も
、

私
は
民
家
を
守
り
た
い

四
国
村
、

は
じ
ま
り
と

こ
れ
か
ら
と

2022年4月のリニューアルでは、開村当時の思いを
次世代につなぐことが意識された。 有機的な「おや
ねさん」は川添善行設計。 創立のきっかけとなった

「わら家」を見通せる開放的なエントランスとなった

1961年に現在のカトーレック株式会社を
創業。1976年に現在の四国村ミウゼ
アムを創立した。香川県文化功労者

末尾のLECはLogistics（物流）、Electronics
（電子機器）、そしてCulture（四国村）を意味する

創立の想いを

つなぐ新・ランドマーク

公益財団法人 四国民家博物館

加藤達雄　Kato Tatsuo

四国村ミウゼアム
tel. 087-843 -3111
火曜日定休（祝日の場合翌日休）
香川県高松市屋島中町91
9:30～17:00（最終入村16:30）
https://www.shikokumura.or.jp



3233

徳
島
県
祖
谷
な
ど
の
古
民
家
を
移
築
し
た
、

四
国
村
の
原
点
と
も
い
え
る
店
。
藁
葺
き
屋

根
の
美
し
さ
か
ら
そ
の
名
が
付
い
た
。
釜
揚

げ
う
ど
ん
は
、
た
ら
い
い
っ
ぱ
い
の
麺
を
一

升
徳
利
に
入
っ
た
熱
い
付
け
出
汁
で
食
べ
る

昔
な
が
ら
の
ス
タ
イ
ル
。

先
人
の
暮
ら
し
が
垣
間
見
え
る
貴
重
な
秘
蔵

資
料
を
タ
ブ
レ
ッ
ト
で
閲
覧
可
。
醤
油
蔵
の

丁
稚
に
よ
る
手
記
「
小
僧
の
日
誌
」
に
は
思

わ
ず
ク
ス
リ
と
な
る
こ
と
間
違
い
な
し
。
シ
ョ
ッ

プ
に
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
グ
ッ
ズ
が
揃
う
。
　

洗
練
さ
れ
た
コ
ロ
ニ
ア
ル
・
ス
タ
イ
ル
が
特
徴
。

ビ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
家
具
が
そ
ろ
う
館
内
は
一

昔
前
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
よ
う
。
手
作
り

の
焼
菓
子
と
ス
パ
イ
シ
ー
な
グ
ル
ジ
ア
ン
テ
ィ
ー

で
散
策
の
疲
れ
も
癒
さ
れ
る
。

本
場
の
味
を
わ
い
わ
い
と

秘
蔵
資
料
に
ふ
れ
る

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

神
戸
生
ま
れ
の
洋
館
カ
フ
ェ

四
国
村
わ
ら
家

お
や
ね
さ
ん

四
国
村
カ
フ
ェ

tel. 087-843-3115　営業時間 9:30～18:00（L.O17:30）  年中無休（臨時休業あり）

営業時間 9:30～17:00（最終入村16:30）　火曜日定休（祝日の場合翌休）

tel. 087-843-3114　営業時間 9:30～17:30（L.O17:00）　年中無休（臨時休業あり）

まだまだ続く余韻の時間

村の出口で一休み
さて、旅も終焉。村をじっくり一巡りすると、ゆうに半日は過ぎてしまう。

お腹が空いたらわら家に寄って、うどんを食べるのがお決まり。食後は

四国村カフェでカフェタイムを。心地よい疲れに思い出話が広がる。

知
恵
が
生
ん
だ

”
必
然

“
の
形
を
探
る

　

四
国
村
で
は
、
国
の
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
を
含
む

約
２
万
点
も
の
古
民
具
を
収
蔵
し
て
い
ま
す
。
毎
月
第

４
土
曜
日
に
は
、
そ
の
一
部
を
解
説
付
き
で
紹
介
す
る

見
学
ツ
ア
ー
を
実
施
中
。
主
に
砂
糖
の
製
造
に
使
わ
れ

た
道
具
を
閲
覧
で
き
ま
す
。
例
え
ば
サ
ト
ウ
キ
ビ
を
搾

る
臼う

す

ひ
と
つ
を
見
て
も
、
時
代
を
経
る
ご
と
に
素
材
や

形
が
変
遷
し
、
道
具
と
し
て

完
成
さ
れ
て
い
く
さ
ま
を
伺

い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▲
２
つ
の
と
ん
が
り
が
耳
の
よ
う
な
「
キ
ツ
ネ
」。

サ
ト
ウ
キ
ビ
を
絞
る
際
、
歯
車
に
指
を
挟
ま
な
い
よ

う
に
す
る
た
め
の
道
具
で
す
。
収
穫
期
に
な
る
と
明
け

方
ま
で
夜
通
し
搾
汁
を
行
う
た
め
、
疲
労
や
眠
気
で
指
先

を
巻
き
込
ん
で
し
ま
う
事
故
が
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
ん
な
歴
史
か
ら
生
ま
れ
た
工
夫
の
形
で
す

人
一
人
が
入
れ
そ
う
な
巨
大
な
鉄
釜
は
、

サ
ト
ウ
キ
ビ
の
絞
り
汁
を
煮
詰
め
る
た

め
の
も
の
。
荒
釜
、
中
釜
、
揚
げ
釜

を
経
て
、
徐
々
に
純
度
を
高
め
て
い
き

ま
し
た
。
関
連
し
て
、
ア
ク
や
不
純
物

を
取
り
除
く
た
め
の
馬
毛
製
の
網
な
ど

も
展
示
さ
れ
て
い
ま
す

ふ
し
ぎ
な
形
の

  

鉄
製
オ
ブ
ジ
ェ
？

これ誰のかな？

五
右
衛
門

風
呂
な
み
の

サ
イ
ズ
で
す

［
要
予
約
］
日
時
限
定

　
　

収
蔵
庫

見
学
ツ
ア
ー

▶︎
こ
ち
ら
は
小
人
用
…
で
は
な
く
、

他
地
域
か
ら
繁
忙
期
に
借
り
て
く
る

借
耕
牛
（
か
り
こ
う
し
）
が
道
中
履

い
て
い
た
も
の
。
ひ
づ
め
を
守
り
、

滑
り
止
め
に
も
な
り
ま
し
た
。

二
股
に
分
か
れ
た
牛
の
ひ
づ
め

に
合
わ
せ
、
前
坪
と
鼻
緒
が

つ
い
て
い
ま
す

非
公
開

◀︎
サ
ト
ウ
キ
ビ
の
絞
り
汁
を
煮
詰
め
る
た
め

の
登
り
釜
で
使
う
火
掻
き
棒
。
柄
の
長
い
も

の
や
先
端
が
鉤
状
に
な
っ
た
も
の
な
ど
多
種
多

様
。
シ
ャ
ー
プ
な
Y
字
が
美
し
い
こ
ち
ら
は
、

村
内
各
所
に
あ
る
黒
い
サ
イ
ン
板
の
デ
ザ
イ
ン

に
採
用
さ
れ
ま
し
た

村
内
の
、
あ
る
も
の
に

生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た

▶︎
砂
糖
を
精
製
す
る
際
、
余
分
な
糖
蜜
を

絞
り
出
す
た
め
に
使
わ
れ
た
布
。
長
方
形
の

型
に
敷
い
て
使
う
た
め
四
角
く
ほ
こ
ろ
び
、

何
度
も
あ
て
布
で
補
修
し
た
こ
と
が
伺
え
ま

す
。
様
々
な
種
類
の
布
を
試
し
た
中
で
、
輸

入
小
麦
の
麻
袋
も
そ
の
一
つ
だ
っ
た
そ
う
で
す

ツ
ギ
ハ
ギ
の
、

 

そ
の
秘
密
は
…

こ
れ
は
、

 

何
の
カ
タ
チ
？

※
詳
細
は

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

　
参
照

四国村異人館ワサ・ダウン住宅  登録有形文化財　年代：1905（明治38）年　旧所在地：兵庫県神戸市生田区北野町

砂糖製造用具収蔵庫内の砂糖づくりに関する道具など約937点

てぬぐい
上「かずら橋」
下「流れ坂」
990円

ホテルキーホルダー
880円

讃岐三昧クッキー お得パック
左から 塩、和三盆、醤油
各540円
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四国村を、もっと知る。

アート ＆ デザイン巡礼

tel. 0877-24-7755

tel. 087-892-3223
（ベネッセハウス）

tel. 087-871-3011 
要予約

tel. 087-870-1020
（ジョージ ナカシマ記念館）

四国村の創立期は、才能豊かなクリエイターが香川に集ったゴールデン

エイジ。彼らは四国・香川の気候風土にふれ、美しいもの、心地よいも

のを形づくっていきました。ぜひ、四国村と一緒に巡ってみてください。

2022年、村の一角に香川県出身の現代美術家・
猪熊弦一郎の自宅の庭から分けられたオリーブの苗
が植樹されました。加藤達雄と家族ぐるみの交友が
あった「いのくまさん」。ゆるぎない審美眼で、四国
の民家の美しさを心から認めていた一人でした。

2002年、西奥の傾斜地を生かし、加藤達雄の美
術品コレクションを展示するギャラリーが建てられ
ました。設計は安藤忠雄。潜り込むような展示室に
は柔らかに光が注ぎ、来場者は市街を一望できる水
景庭園へといざなわれます。

昭和を代表する彫刻家・流政之は、加藤達雄とは
酒を酌み交わす気心知れた仲。「民家は女性的で静
かだから、音の出る滝や石の坂など男性的なものを」
と助言しました。礎石を組み合わせた巨大な「染が
滝」は圧倒的な存在感です。

流政之の創作の原点を訪ねるなら…

桜製作所のものづくりを知るなら…

猪熊弦一郎の作品に触れるなら…

安藤忠雄建築に浸るなら…

戦後、オリジナルモダン家具の製造元として創業し
た桜製作所。県庁をはじめ県内各地の有名店舗・
公共施設の家具デザインを手がけました。わら家の
椅子・テーブルはどっしりとしていながらも落ち着く
デザインで、時を経て建物本体とも調和しています。

常設展の「猪熊コレクション」は必
見。天真爛漫な猪熊のまなざしを
追体験できる

地形を生かし、開口部から自然を
導き入れるような安藤建築の魅力を
全身で体感できる

石の里 庵治町にある望海のスタジ
オ。大小の作品群、山城のような
建物に圧倒される

併設の記念館では流政之らとも
交流の深かったジョージ・ナカシ
マの家具に触れられる

猪
熊
の
杜も

り

四
国
村

　

ギ
ャ
ラ
リ
ー

染
が
滝
・

　

  
流
れ
坂
ほ
か

椅
子
・

テ
ー
ブ
ル

丸亀市猪熊弦一郎現代美術館

ベネッセハウス ミュージアム

NAGARE STUDIO

桜製作所

わ
ら
家 

A

C
B

D

A B

DC

四国村

公益財団法人 四国民家博物館

四国村ミウゼアム
https://www.shikokumura .or. jp

新たに発見されたコトやモノを順次公開し、アップデートし続けている四国村。

秘蔵資料やインタビューをもとに、歴史を深く語る新たな映像などを展開しています。

先人の暮らしと生き様に触れる、探求の旅へと出かけてみませんか。

さあ、あなたの知らない四国村へ。


