
  

 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

     
 

   

 
 

 

                

発
動
機
船
「
隼
丸
」 

 

霞
ヶ
浦
に
発
動
機
船
が
登
場
し
た
正
確
な

年
月
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
明
治
30

年
代
に
は
、

石
油
発
動
機
船
が
航
行
し
て
い
た
よ
う
で
す
。 

 

1901
［
明
治
34

］
年
７
月
発
行
『
進
修
第
３
号
』

に
は
、
逆
浦
小
童(

ペ
ン
ネ
ー
ム)

が
、
夏
休
み
で

帰
省
中
に
、
潮
来
の
実
家
か
ら
佐
原
の
叔
父
宅

を
姉
と
と
も
に
船
で
訪
ね
た
時
の
雑
文｢

佐
原

の
一
日｣

が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
逆
浦
は
、

乗
船
し
た
船
を 

｢

…
…
、
此
船
は
石
油
を
燃
や
し
て
発
動
せ

し
む
る
の
で
、
僕
な
ど
で
も
一
人
片
側
へ
乗
れ

ば
、
船
体
が
曲
る
と
云
ふ
様
な
小
さ
な
船
で
、

潮
来
と
佐
原
と
の
間
を
一
日
二
回
づ
ゝ
往
来

す
る
の
で
あ
る
。
志
か
し
乗
客
が
少
な
い
か
ら
、

左
程
窮
屈
で
は
な
い
。
…
…
。｣
 

と
記
し
て
お
り
、
彼
の
乗
っ
た
船
は
、｢

ポ
ン

ポ
ン
船｣

と
呼
ば
れ
た
、
焼
き
玉
エ
ン
ジ
ン
(注 1)

搭
載
の
発
動
機
船
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。 

｢

…
…
、
午
后
四
時
に
な
つ
た
の
で
、
汽
船

に
は
間
に
合
は
な
い
か
ら
、
飛
脚
船
で
帰
る
こ

と
に
し
た
。
此
飛
脚
船
と
云
ふ
の
は
、
曰
く
潮

来
か
ら
佐
原
へ
通
う
て
、
人
の
買
物
を
依
頼
さ

れ
た
り
、
荷
物
を
運
送
し
た
り
し
て
、
賃
金
を

獲
る
も
の
で
あ
る
、
汽
船
と
ち
が
つ
て
、
屋
根

が
な
い
か
ら
、
…
…
。｣

 

と
、
帰
途
に
も
ポ
ン
ポ
ン
船
を
利
用
し
た
よ
う

で
す
。 

 

1904

年
以
降
に
は
、
内
国
通
運
の｢

通
運
丸｣

に

も
、
石
油
発
動
機
を
搭
載
し
た
船(

第
21･
22･

23･

37
号)

が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
内

燃
機
関
は
普
及
し
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。 

 
 

1912

［
大
正
元
］
年
に
は
、
土
浦
警
察
署
が
、

発
動
機
船｢

隼
丸｣

で
、
違
法
操
業
を
取
り
締
ま

る
た
め
の
霞
ヶ
浦
水
上
警
備
を
開
始
し
て
い

ま
す
。
こ
の
警
備
船
は
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
エ
ン
ジ

ン
搭
載
の
新
鋭
船
に
後
に
置
き
換
え
ら
れ
ま

す
が
、
中
31

回
保
立
俊
一
は
、『
水
郷
つ
ち
う

ら
回
想
』｢

霞
ヶ
浦
の
漁
業
と
隼
丸(

取
締
船)

｣

の
中
で
、｢

隼
丸｣

に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
ま
す
。 

｢

…
…
、
【
川
口
川
沿
い
に
あ
っ

た
】
警
察
署
の

密
漁
取
締
船
が
隼
丸
で
あ
る
。
隼
丸
の
一
号
船

は
焼
き
玉
エ
ン
ジ
ン
の
ポ
ン
ポ
ン
船
で
あ
っ

た
。
密
漁
の
取
締
り
は
夜
間
が
多
か
っ
た
が
、

ポ
ン
ポ
ン
と
エ
ン
ジ
ン
の
音
を
ひ
び
か
せ
て

行
く
と
、
密
漁
船
は
網
を
ほ
う
り
出
し
て
い
ち

は
や
く
逃
走
し
て
し
ま
い
、
あ
と
に
は
漁
具
や

網
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
網

を
引
き
上
げ
て
警
察
署
前
の
ダ
シ
【
船
着
き
場

】

に
帰
っ
た
。
…
…
、
後
に
第
二
隼
丸
が
出
来
た
。

デ
ィ
ー
ゼ
ル
エ
ン
ジ
ン
を
積
ん
だ
当
時
の
新

鋭
船
で
あ
り
、
速
度
も
一
五
ノ
ッ
ト
【
１
ノ
ッ

ト
は
１
時
間
に
１
海
里 

(

1852
ｍ)

を
進
む
速
さ

】
ぐ
ら
い

出
る
船
で
あ
っ
た
の
で
、
密
漁
で
つ
か
ま
る
者

が
多
く
な
っ
た
。
没
収
さ
れ
た
網
は
警
察
署
の

裏
の
武
道
場
わ
き
の
小
屋
に
山
積
み
に
な
っ

て
い
た
。
…
…
、
小
学
生
の
頃
隼
丸
に
乗
せ
て

も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
船
の
前
方
の
操
舵
室

の
屋
根
に
大
き
な
サ
ー
チ
ラ
イ
ト
が
つ
け
て

あ
り
、
船
の
半
分
は
機
関
室
で
あ
っ
た
。
…

…
。｣

。 
 

1927
［
昭
和
２
］
年
１
月
発
行
『
進
修
第
25

号
』

に
は
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
エ
ン
ジ
ン
搭
載
の
、
こ
の

｢

隼
丸｣

に
便
乗
さ
せ
て
も
ら
っ
た
５
年
生
石

島
可
也(

中
26
回)

の｢

隼
丸
に
便
乗
し
て｣

が
、

載
っ
て
い
ま
す
。 

 

石
島
は
、
1926

［
大
正
15

］
年
７
月
19

日
、
試

験
休
み
で
帰
省
し
て
い
た
志
戸
﨑
か
ら
学
校

へ
戻
る
際
に
、
悪
天
候
の
た
め
、 

 
｢

…
…
、
先
刻
一
番
の
汽
船
に
捨
て
ら
れ
て

青
息
吐
息
し
た
自
分
は
一
旦
汽
船
宿
か
ら
帰

ら
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
そ
れ
で
二
番
の
汽
船

に
乗
ら
う
と
し
て
居
た
の
で
あ
つ
た
が
又
此

の
船
も
来
な
か
つ
た
。
残
念
で
は
あ
る
が
、
ど

う
す
る
事
も
出
来
な
か
つ
た
。
裏
山
の
風
音
は

高
ま
る
ば
か
り
で
あ
つ
た
。
…
…
。｣

 
高
い
波
浪
の
た
め
、
艀
で
の
連
絡
が
で
き
ず
、

汽
船
は
志
戸
﨑
を
通
過
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
も
、
石
島
は
午
後
の
便
に
望
み
を
託
し

ま
す
が
、 

 
｢

…
…
、
午
後
一
時
頃
ま
た
家
を
出
る
船
場

ま
で
出
て
居
つ
た
が
湖
面
は
波
風
で
大
分
荒

れ
て
ゐ
る
。
汗
一
つ
流
れ
ぬ
せ
い
か
気
持
は
善

い
け
れ
ど
も
彼
方
十
六
島
、
麻
生
岬
の
方
を
眺

め
る
と
只
茫
と
し
て
何
も
見
え
な
い
の
で
あ

る
。
心
配
は
積
る
ば
か
り
だ
。
そ
れ
の
み
か
明

日
の
成
績
発
表
が
案
ぜ
ら
れ
て
居
る
所
へ
心

配
は
二
重
で
あ
る
。
だ
が
待
て
ど
暮
せ
ど
待
つ

船
は
来
ず
何
遍
か
宿
の
桟
橋
を
不
安
の
裡
に

行
き
つ
戻
り
つ
し
た
。
…
…
。｣

 

と
汽
船
が
来
る
気
配
は
あ
り
ま
せ
ん
。
石
島
は

汽
船
の
心
配
に
加
え
て
、
学
期
末
試
験
の
出
来

が
芳
し
く
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
結
果(

学
年
末

の
成
績
が
、
１
科
目
で
も
40
点
以
下
或
い
は
平
均
60
点
以
下

の
場
合
に
は
、
落
第
と
な
っ
た)

が
心
配
で
な
ら
な
か

っ
た
よ
う
で
す
。 

15

時
を
過
ぎ
て
も
汽
船
の
影
す
ら
見
え
ず
、

途
方
に
暮
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
15

時
10

分
、
隼

丸
が
白
浪
を
一
蹴
し
、
驀
進
し
て
来
て
、
桟
橋

に
程
近
い
所
に
投
錨
し
ま
し
た
。
２
人
の
船
頭

が
艀
を
出
す
と
、
数
名
の
警
察
官
が
上
陸
し
て

来
ま
し
た
。
石
島
は
、
何
事
だ
ろ
う
と
い
ぶ
か

り
ま
し
た
が
、
漁
船
の
船
体
検
査
と
の
こ
と
で
、

検
査
が
済
む
と
直
ち
に
乗
船
の
準
備
に
掛
か

っ
て
い
ま
す
。
制
服
制
帽
姿
の
石
島
が
部
長
警

察
官
に
懇
願
し
た
結
果
、
許
し
を
得
て
、
死
地

か
ら
救
い
出
さ
れ
た
気
持
ち
で
乗
船
し
ま
し

た
。
そ
の
船
内
で
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
書
い

て
い
ま
す
。 

 
｢

…
…
、
波
浪
が
高
い
の
で
【
隼
丸
と
艀
の

】

双
方
動
揺
し
て
容
易
に
接
近
す
る
事
が
出
来

な
い
。
然
し
無
事
船
室
の
人
と
な
つ
た
。
御
巡

り
さ
ん
も
厳
め
し
い
帯
剣
を
腰
か
ら
距
し
て

し
ま
つ
た
。
荒
れ
る
湖
上
に
は
海
賊
船
【
違
法

操
業
船

】
ら
し
い
船
も
見
え
な
い
。
そ
の
方
は

至
極
平
和
で
あ
る
。
そ
し
て
御
巡
り
さ
ん
と
一

学
生
で
あ
る
。
動
揺
に
又
動
揺
の
中
に
も
意
外

の
快
活
で
あ
る
。
雲
は
空
中
を
お
ほ
う
て
南
の

空
と
西
の
方
が
僅
か
ば
か
り
薄
黄
く
見
え
て

湖
上
も
亦
真
黒
で
あ
つ
た
。
そ
の
上
を
大
波
が

白
く
巻
返
す
様
に
舷
を
凄
く
う
つ
て
く
る
船

体
は
そ
の
度
毎
に
波
間
に
入
る
。
大
丈
夫
だ
と

考
へ
て
も
底
は
水
だ
、
地
獄
だ
と
思
ふ
と
薄
気

味
悪
く
な
つ
て
く
る
。
唯
イ
ン
ヂ
ン
【｢

エ
ン
ジ

ン｣

の
茨
城
訛

】
の
音
が
波
を
打
勝
つ
て
轟
然
た

る
一
律
不
変
の
音
を
立
て
て
行
く
。
壮
快
だ
頭

の
裡
に
は
何
も
な
い
、
遥
か
に
見
え
る
山
々
が

遠
く
な
つ
た
り
又
近
く
な
つ
た
り
高
く
な
つ

た
り
低
く
な
つ
た
り
す
る
。
皆
船
の
進
行
と
そ

れ
に
つ
れ
る
動
揺
の
た
め
で
あ
る
。
雨
と
ま
が

第１５８号 

号 
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号 
土浦中学生と発動機船 
 1876［明治９］年にガソリンエンジン、1886［明治 19］年
に焼き玉エンジン、1893［明治 26］年にディーゼルエンジン
が発明されると、こうした内燃機関を搭載した船が、航行を
始めました。        
 霞ヶ浦でも、明治 30年代には、発動機船(内燃機関を動力
とする船)が、姿を見せていました。 
 引用文中の旧字体は新字体に改めました。 
なお、引用文中の【  】は筆者による注記です。 

（土浦一高・旧土浦中学とその周辺の物語） 

2022（令和４）年７月５日   
茨城県立土浦第一高等学校  
進修同窓会旧本館活用委員会  
ＨＰ  http:www.sin-syu.jp/ 

 

進修同窓会 HPにアクセス 

ディーゼル船「隼丸」と土浦警察署（『水郷つちうら回想』保立俊一（中 31 回）） 
警察署前の火の見櫓は 1924［大正 13］年に建てられた。 



  

 

ふ
大
粒
の
し
ぶ
き
が
降
り
か
か
つ
て
来
る
の

で
窓
硝
子
も
ピ
ツ
タ
リ
閉
め
て
し
ま
つ
た
。
只

甲
板
上
に
見
張
の
窓
が
切
つ
て
あ
る
。
暫
ら
く

首
を
出
し
て
外
を
眺
め
て
ゐ
た
。
大
き
な
荒
れ

く
る
ふ
白
波
が
ド
ウ
ツ
と
大
き
な
凄
い
音
を

伴
つ
て
打
か
か
つ
て
く
る
。
丁
度
三
叉
沖
が
は

る
か
に
な
つ
て
大
土
浦
の
影
が
ほ
の
か
に
見

え
そ
む
る
頃
暗
い
空
か
ら
は
大
粒
の
雨
急
に

ば
ら

〱
降
り
来
り
て
一
室
に
も
ぐ
り
込
ん

だ
。
学
生
気
分
は
全
く
失
は
れ
て
す
つ
か
り
海

賊
船
を
追
撃
中
の
様
な
感
じ
ば
か
り
に
な
つ

て
し
ま
つ
た
。
後
の
方
か
ら
は
憶
病
な
汽
船
が

浮
島
の
後
ろ
に
風
を
さ
け
て
ガ
タ
ン
ブ
ト
ン

土
浦
に
向
つ
て
ゐ
る
の
が
見
え
た
。
彼
の
船
が

朝
か
ら
人
を
待
ち
あ
ぐ
ま
し
た
上
に
来
な
か

つ
た
の
だ
自
分
に
は
海
賊
船
の
様
に
に
く
か

つ
た
。
然
し
何
と
云
つ
て
も
警
邏
船
に
始
め
て

便
乗
を
許
さ
れ
荒
波
の
湖
上
を
走
る
の
は
た

と
し
へ
も
な
く

(注 2)

、
愉
快
で
あ
り
尚
且
勇
壮
で

あ
つ
た
。
実
に
海
国
に
生
れ
て
湖
岸
に
生
え
立

ち
た
る
心
地
し
て
え
も
云
は
れ
ざ
る
心
地
で

あ
つ
た
。
聞
け
ば
一
時
間
四
節
【
ノ
ッ
ト

】
の

速
力
だ
さ
う
で
何
ぞ
こ
の
大
波
も
怖
る
ゝ
に

足
ら
な
か
つ
た
。
一
時
間
余
り
で
土
浦
に
無
事

到
着
し
た
。
船
体
は
雨
と
波
で
び
つ
し
よ
り
で

あ
つ
た
。｣

。 
 

石
島
の
安
堵
の
思
い
と
嬉
し
さ
と
が
伝
わ

っ
て
き
ま
す
。
本
紙
第
152

号
で
紹
介
し
た
よ
う

に
、
石
島
は
、
土
浦
中
学
最
後
の
夏
休
み
を
の

ん
び
り
と
過
ご
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
期
末
試

験
の
結
果
は
、
彼
が
案
じ
た
ほ
ど
で
は
な
か
っ

た
よ
う
で
す
。 

 

(注 1)

焼
き
玉
エ
ン
ジ
ン 

 
｢

焼
き
玉｣

と
呼
ぶ
燃
焼
室
を
加
熱
し
て
赤
熱
状
態
と
し
、

そ
こ
へ
重
油
な
ど
の
燃
料
を
噴
射
し
、
点
火
・爆
発
さ
せ
る
も
の
。

こ
の
種
の
エ
ン
ジ
ン
は
、
簡
易
で
廉
価
な
こ
と
か
ら
、
動
力
化
が
求

め
ら
れ
て
い
た
小
型
漁
船
・
渡
船
な
ど
の
多
く
に
、
明
治
30
年

代
か
ら
搭
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
った
。 

リ
ズ
ミ
カ
ル
な
独
特
の
爆
音
を
立
て
て
航
行
す
る
こ
と
か
ら
、

｢

ポ
ン
ポ
ン
船｣

と
呼
ば
れ
、
漁
港
や
河
川
の
、
の
ど
か
な
風
物
詩

と
し
て
親
し
ま
れ
た
が
、
高
度
成
長
期
に
入
る
と
、
小
型
デ
ィ
ー

ゼ
ル
船
に
取
って
代
わ
ら
れ
、
急
速
に
姿
を
消
し
た
。 

 

(注 2)

た
と
し
へ
な
し 

 

譬
へ
無
し 

た
と
え
よ
う
が
な
い
。
似
て
も
似
つ
か
な
い
。
違
い

す
ぎ
て
比
べ
よ
う
が
な
い
。
は
な
は
だ
し
い
。 

 

便
利
屋
船 

 

1930
［
昭
和
５
］
年
９
月
発
行
『
進
修
第
32

号
』

に
は
、
夏
休
み
早
々
に
、
発
動
機
船
で
鹿
島
へ

史
跡
巡
り
に
出
か
け
た
記
事(

｢

霞
ヶ
浦
縱
斷｣

４

年
中
村
敏
行
・
中
31
回)

が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

発
動
機
船
は
、
長
さ
６
間(

約
10.9
ｍ)

、
幅
１

間
半(

約
2.7
ｍ)

。
乗
組
員
は
船
頭
が
１
人
。
そ

こ
に
、
社
会
科
の
長
南
倉
之
助
先
生
以
下
、
生

徒
21

人
が
乗
り
込
み
、
７
時
に
桜
川
河
畔(

大

町
河
岸
か)

を
出
帆
。
桜
川
か
ら
霞
ヶ
浦
に
入
り
、

崎
浜
の
横
穴
を
望
み
、
三
叉
沖
に
至
る
と
、
誰

と
も
な
く
校
歌
を
歌
い
始
め
ま
す
。 

｢

…
…
、
た
ゝ
へ
て
寄
す
る
漣
は
、
終
古
渝
ら

ぬ
霞
浦
の
水｣

 
｢

…
…
、
筑
波
の
山
の
い
や
高
く
、
霞
ヶ
浦
の

い
や
広
く
…
…
。｣

 
の
節
に
至
る
や
、
生
徒
た
ち
の
元
気
は
船
中
か

ら
溢
れ
ん
ば
か
り
。
三
叉
沖
を
過
ぎ
、
浮
島
を

右
に
見
て
霞
ヶ
浦
を
縦
断
。
10

時
30

分
潮
来
に

上
陸
し
、
約
１
時
間
、
長
勝
寺
や
稻
田
神
社
を

見
学
。
11

時
30

分
出
発
、
船
中
で
昼
食
。
12

時

大
船
津
に
上
陸
。
藤
原
鎌
足
旧
宅
跡
、
鹿
島
城

跡
、
根
本
寺
と
巡
り
、
12

時
30

分
鹿
島
神
宮
に

到
着
。
本
殿
を
参
拝
後
、
奥
宮
、
御
手
洗
、
要

石
を
見
学
。
14

時
50

分
大
船
津
発
。
順
風
に
恵

ま
れ
、
三
叉
沖
も
難
な
く
通
過
し
、
18

時
45

分

土
浦
港
へ
帰
っ
て
い
ま
す
。 

 
 

こ
の
船
は
、
当
時
は｢

便
利
屋
船｣
と
呼
ば
れ

て
い
た
、
焼
き
玉
エ
ン
ジ
ン
搭
載
の
ポ
ン
ポ
ン

船
の
よ
う
で
す
。
便
利
屋
船
に
つ
い
て
は
、
中

31

回
保
立
俊
一
が
、『
水
郷
つ
ち
う
ら
回
想
』

｢

便
利
屋
船
と
荷
馬
車｣

の
中
で
、
次
の
よ
う
に

記
し
て
い
ま
す
。 

 
｢

…
…
、
大
正
時
代
ま
で
、
土
浦
と
附
近
の

村
と
の
物
資
と
情
報
の
交
流
に
便
利
屋
が
あ

っ
た
。
霞
ヶ
浦
沿
岸
の
各
村
は
下
場
と
よ
ば
れ
、

舟
に
よ
っ
て
交
通
と
物
の
輸
送
を
し
て
お
り
、

筑
波
方
面
の
山
根
地
区
や
谷
田
部
、
石
岡
、
牛

久
や
そ
の
周
辺
の
村
と
の
交
流
は
荷
馬
車
に

よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
お
り
、
何
れ
も
便
利
屋
と

よ
ば
れ
、
小
型
船
及
荷
馬
車
に
よ
っ
て
な
さ
れ

て
い
た
。 

 
 

                                     

便
利
屋
は
荷
物
の
輸
送
ば
か
り
で
な
く
文

通
や
村
人
の
買
物
ま
で
引
受
け
て
文
字
通
り

便
利
を
図
る
こ
と
が
仕
事
で
あ
っ
た
。 

 

交
通
機
関
の
未
発
達
な
当
時
の
人
達
は
歩

い
て
町
に
出
て
来
る
こ
と
は
非
常
に
大
変
な

こ
と
で
あ
っ
た
の
で
、
ほ
と
ん
ど
の
仕
事
を
便

利
屋
に
た
の
ん
で
い
た
。
村
の
小
商
い
を
し
て

い
る
店
の
註
文
書
な
ど
を
町
の
問
屋
に
と
ど

け
、
品
物
を
あ
ず
か
っ
て
帰
る
よ
う
な
仕
事
も
、

機
械
船
の
無
か
っ
た
頃
は
ろ
を
漕
い
で
来
た

の
で
一
日
が
か
り
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
天
候
の

悪
い
日
、
風
の
強
い
日
以
外
は
毎
日
村
と
町
と

の
連
絡
を
し
た
。
舟
は
川
口
川
の
岸
に
つ
な
い

で
、
船
頭
は
註
文
の
品
物
を
買
っ
た
り
、
手
紙

を
と
ど
け
た
り
し
て
町
中
を
歩
い
た
。
舟
に
は

大
体
村
の
名
前
を
つ
け
て
い
る
こ
と
が
多
く
、

木
原
丸
と
か
牛
渡
丸
と
か
の
名
前
が
普
通
で
、

舟
を
つ
な
ぐ
場
所
も
き
ま
っ
て
い
て
、
舟
付
き

場
の
前
の
店
な
ど
と
連
繋
を
と
っ
て
品
物
の

整
理
な
ど
を
し
て
も
ら
っ
て
い
た
。
村
の
商
店

か
ら
の
註
文
を
問
屋
に
す
る
と
、
問
屋
は
荷
物

を
ま
と
め
て
船
の
出
る
時
刻
ま
で
に
川
口
川

の
舟
付
き
場
に
と
ど
け
る
。
午
後
ま
で
か
か
っ

て
註
文
品
を
集
め
る
と
積
荷
を
満
載
し
た
舟

は
手
漕
ぎ
の
ろ
に
よ
っ
て
の
ん
び
り
霞
ヶ
浦

を
よ
ぎ
っ
て
帰
る
の
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
毎
日

通
っ
て
い
た
こ
と
は
舟
も
荷
馬
車
も
同
様
で

あ
っ
た
。
船
頭
も
馬
方
も
問
屋
や
町
の
人
達
と

は
顔
な
じ
み
で
あ
り
、
商
売
以
外
の
私
的
な
こ

と
ま
で
相
談
に
乗
っ
た
り
、
村
と
町
と
の
橋
渡

し
と
し
て
心
の
つ
な
が
り
の
強
い
存
在
で
あ

っ
た
。 

 

大
正
末
期
に
は
小
型
の
機
械
船
に
な
り
、
取

扱
う
品
物
も
増
加
し
て
川
口
川
沿
岸
は
こ
の

小
型
運
送
船
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
、
岸
は
荷
物

の
集
積
場
と
な
り
に
ぎ
わ
い
を
見
せ
て
い
た
。

焼
玉
エ
ン
ジ
ン
と
い
う
初
期
の
発
動
機
を
の

せ
た
舟
の
速
度
は
せ
い
ぜ
い
十
五
キ
ロ
ぐ
ら

い
の
も
の
で
あ
り
村
人
の
交
通
機
関
と
し
て

も
利
用
さ
れ
た
が
、
一
日
一
往
復
の
船
便
で
あ

っ
た
。
…
…
。｣ 

 

こ
の
便
利
屋
船
や
荷
馬
車
は
、
戦
後
も
町
と

そ
の
周
辺
地
域
と
を
結
ぶ
輸
送
業
務
を
担
っ

て
い
ま
し
た
が
、
1960

年
代
後
半
か
ら
の
モ
ー
タ

リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
に
伴
い
、
ト
ラ
ッ
ク
輸

送
の
台
頭
、
自
家
用
車
の
普
及
に
よ
っ
て
、
そ

の
仕
事
は
無
く
な
り
、
急
速
に
姿
を
消
し
て
い

き
ま
し
た
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (

高
21

回 

松
井
泰
寿) 

大正初期の川口川（『スケッチで綴るふるさと土浦』佐賀進（中 27 回））（左上） 
現在の土浦駅行き川口町バス停付近から桜橋バス停に向かっての風景。尖塔のある
建物が警察署。左側の川岸に設けられた船着き用階段が「ダシ」。右側には高瀬船や
発動機船が停泊している。 
現在の同地点（白線内が川口川）（右上） ポンポン船（焼き玉エンジン船）（右下） 


