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「
当
時
の
上
高
瀬
駅
舎
で
は
20
人

以
上
の
駅
員
が
働
い
て
い
て
い
た

ん
で
す
よ
」
と
話
す
の
は
、
国
鉄
職

員
と
し
て
昭
和
36
年
ま
で
上
高
瀬
駅

（
現
高
瀬
駅
）
で
働
い
て
い
た
松
野

岩
雄
さ
ん
（
90
）。

「
駅
の
正
面
の
入
り
口
か
ら
中
へ

入
る
と
、
中
央
に
改
札
口
が
あ
り
、

左
手
が
切
符
売
り
場
、
右
手
が
待
合

所
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
駅
員
の
仕

事
は
改
札
係
の
ほ
か
に
、
切
符
を
手

売
り
す
る
出し

ゅ
っ
さ
つ札
係
や
汽
車
に
信
号
を

出
す
信
号
係
、
線
路
の
切
り
替
え
を

行
う
ポ
イ
ン
ト
係
な
ど
が
あ
り
ま
し

た
。
こ
の
当
時
は
、
ほ
と
ん
ど
が
手

作
業
で
大
変
で
し
た
よ
。
ま
た
、
職

員
の
半
分
は
女
性
で
し
た
が
、
ほ
と

ん
ど
の
仕
事
を
こ
な
し
て
い
ま
し
た

ね
」
と
当
時
を
振
り
返
り
ま
す
。

「
当
時
は
写
真
に
あ
る
よ
う
な
車

は
ま
だ
少
な
か
っ
た
で
す
ね
。
バ
ス

は
あ
り
ま
し
た
が
、
大
量
の
ヒ
ト
と

モ
ノ
を
運
ぶ
手
段
と
し
て
汽
車
は
最

高
の
交
通
機
関
で
し
た
。
駅
の
西
隣

に
は
日
本
通
運
が
あ
っ
て
、
大
量
の

麦
や
米
を
貨
物
列
車
に
積
み
込
ん
で

出
荷
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
今
の

百
十
四
銀
行
が
建
っ
て
い
る
場
所
が

昔
の
警
察
署
で
し
た
。
そ
う
い
え
ば
、

詫
間
か
ら
毎
日
警
察
署
に
働
き
に
来

て
い
た
お
ば
さ
ん
が
い
た
な
ぁ
」
と

懐
か
し
そ
う
に
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

当
時
の
楽
し
か
っ
た
思
い
出
を
聞

く
と
「
夏
に
な
る
と
駅
前
の
広
場
に

や
ぐ
ら
を
組
み
、
提
灯
か
ざ
り
を
し

て
盆
踊
り
を
し
ま
し
た
。
娯
楽
が
少

な
い
時
代
だ
っ
た
か
ら
盆
踊
り
が
一

番
の
楽
し
み
で
し
た
よ
」
と
教
え
て

く
れ
ま
し
た
。

機
械
化
が
進
ん
だ
高
瀬
駅
も
、
ひ

と
昔
前
は
た
く
さ
ん
の
駅
員
が
常
駐

す
る
と
て
も
に
ぎ
や
か
な
駅
だ
っ
た

こ
と
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

「
想
い
出
の
一
ペ
ー
ジ
」

このコーナーは、文書館に保存している古い写真を皆さんに紹介します。

大正２（1913）年に讃岐鉄道の多度津・観音寺間が開通すると同時
に、上高瀬駅も開業する。昭和34（1959）年に現在の鉄筋コンクリ
ートの駅舎に改築され、駅名も高瀬駅に改名された。当時は、県
下でも鉄筋コンクリートの駅舎は珍しかったという。
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最
近
、
何
も
な
い
平
た
ん
な
と
こ

ろ
で
、
よ
く
つ
ま
ず
き
ま
す
。

片
脚
立
ち
で
靴
下
も
は
き
に
く
い
し
、

階
段
も
手
す
り
が
あ
っ
た
方
が
い
い
。

あ
れ
？
ま
だ
40
代
な
の
に
、
７
つ
の

ロ
コ
チ
ェ
ッ
ク
の
う
ち
３
つ
も
当
て

は
ま
っ
て
る
！
こ
れ
は
ま
ず
い
。
運

動
し
な
い
と
…
。
皆
さ
ん
も
、
自
分

の
た
め
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
、
若
い
う

ち
か
ら
「
貯
筋
」
に
励
み
ま
し
ょ
う
。

上高瀬駅（現、高瀬駅）
昭和30（1955）年代

高瀬町


