
  

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

     
 

   

 
 

 

        
 
  

       

尾
崎
楠
馬
先
生
の
土
浦
中
学
赴
任  

 

日
本
鉄
道
が
国
有
化
さ
れ
た
翌
年
の
1907
［
明

治
40

］
年
３
月
、
東
京
高
等
師
範
学
校
を
卒
業

し
た
尾
崎
楠
馬
先
生(

国
語 

在
職 

1907

［
明
治
40
］

年
～

1911

年 

校
歌
作
曲
者)

は
、
土
浦
中
学
校
教
諭

に
採
用
と
な
り
、
４
月
６
日
に
赴
任
し
ま
し
た
。

そ
の
日
の
日
記
に
は
、
そ
の
意
気
込
み
と
と
も

に
、
列
車
で
上
野
駅
か
ら
土
浦
駅
に
向
か
う
様

子
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。 

｢

…
…
、
本
日
は
我
歴
史
に
確
か
に
特
筆
大

書
す
べ
き
大
事
件
で
あ
る
、
今
迄
の
書
生
生
活

寄
宿
舎
生
活
か
ら
一
躍
し
て
一
人
前
の
立
発

【
り
っ
ぱ

】
な
男
と
し
て
否
な
人
の
師
表
【
し
ひ

ょ
う 

人
の
師
と
な
り
手
本
と
な
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
う
い

う
人

】
と
し
て
大
に
活
動
す
べ
く
せ
ち
辛
き
浮

世
の
旅
に
か
し
ま
立
ち
【
鹿
島
立
ち

】
す
る
こ

と
ゝ
な
つ
た
の
で
あ
る
。
…
…
。 

 

…
…
、
上
野
に
着
た
は
十
時
半
恰
度
【
ち
ょ

う
ど

】
渡
辺
信
夫
君
が
来
ら
れ
て
停
車
場
の
入

口
に
立
つ
て
を
る
の
を
見
か
け
た
。
き
け
ば
徴

兵
検
査
の
た
め
に
帰
郷
せ
ら
る
ゝ
と
の
こ
と
。 

 

大
野
君
が
送
つ
て
来
て
居
ら
れ
て
赤
帽
(注 1)

に
荷
物
を
賴
み
切
符
を
買
つ
て
貰
つ
た
。
真
際

【
ま
ぎ
わ
】
に
車
夫
(注 2)

に
三
十
五
銭
遣
つ
て
喜
ば

し
た
。
荷
物
は
少
々
重
い
と
い
ふ
の
で
十
七
銭

余
計
に
取
ら
れ
た
。
こ
れ
で
十
銭
丈
【
だ
け

】

赤
帽
に
呉
れ
て
喜
ば
し
て
や
つ
た
。
ま
だ
時
間

も
あ
る
と
い
ふ
の
で
一
昨
日
見
残
し
た
博
覧

会
の
体
育
館
を
見
た
。
建
物
丈
で
外
に
一
寸

【
ち
ょ
っ
と

】
も
見
る
べ
き
も
の
は
な
か
つ
た
。

停
車
場
に
か
へ
る
と
恰
度
十
一
時
二
十
五
分

預
け
た
鞄
を
受
け
取
つ
て
二
銭
払
つ
て
十
五

銭
で
日
本
及
び
日
本
人
と
い
ふ
雑
誌
(注 3)

を
購

【
あ
が
な

】
つ
て
改
札
口
へ
と
向
つ
た
が
眼
の

前
に
館
上
氏
が
来
て
呉
れ
て
を
つ
た
。
中
に
這

入
つ
て
ど
う
か
こ
う
か
室
を
占
領
し
て
し
ば

ら
く
館
上
君
と
話
し
て
居
る
と
や
が
て
田
中

君
が
其
後
間
も
な
く
石
畑
、
落
合
、
吉
田
、
岡

井
、
竹
内
、
小
島
、
三
上
の
諸
氏
と
付
属
小
学

の
鈴
木
重
夫
、
山
本
和
郎
の
二
生
徒
が
之
れ
等

の
ボ
ー
ト
メ
ン
【
尾
崎
先
生
は
ボ
ー
ト
部
員
で
あ
っ

た

】
に
交
つ
て
送
つ
て
来
て
呉
れ
た
の
は
実
に

嬉
し
か
つ
た
。
汽
車
は
十
一
時
四
十
五
分
に

愈
々
進
行
を
始
め
た
。
黙
礼
で
挨
拶
し
て
別
れ

る
こ
と
ゝ
な
つ
た
。
購
つ
た
雑
誌
を
始
め
か
ら

見
て
行
く
内
に
い
つ
か
松
戸
も
後
に
柏
を
過

ぎ
て
我
孫
子
迄
来
た
。
時
に
〇
時
四
十
八
分
で

あ
つ
た
。
こ
ゝ
で
鮨
を
一
箱
買
つ
て
進
行
と
共

に
食
い
始
め
た
が
五
七
分
に
取
手
の
【
利
根
川

】

鉄
橋
を
渡
つ
て
一
時
一
〇
分
に
佐
貫
や
が
て

牛
久
の
葡
萄
園
(注 4)

も
後
に
荒
川
沖
を
打
ち
過

ぎ
て
筑
波
が
見
え
初
め
た
と
思
ふ
う
ち
一
時

二
五
分
に
土
浦
に
着
い
た
。
併
せ
て
一
時
間
と

四
十
分
で
あ
る
。
…
…
。｣ 

 

尾
崎
先
生
の
乗
っ
た
列
車
は
、
801
列
車
、

青
森
行
の
急
行
で
し
た
。
土
浦
ま
で
１
時
間
40

分
の
所
要
時
間
は
、
複
々
線
化
と
緩
行
線
の
千

代
田
線
乗
り
入
れ
が
開
始
さ
れ
た
1971

［
昭
和

46

］
年
４
月
以
前
の
ダ
イ
ヤ(

普
通
列
車
は
電
車
で

約
１
時
間
20
分
、
電
気
機
関
車
牽
引
の
客
車
列
車
で
約
１
時

間
30
分
を
要
し
て
い
た)

と
そ
れ
ほ
ど
違
い
は
あ
り

ま
せ
ん
。
上
野
で
は
雑
誌
を
、
我
孫
子
で
は
鮨

を
購
入
し
て
い
ま
す
。
鮨
と
い
っ
て
も｢

い
な

り
寿
司｣

や｢

海
苔
巻
き｣

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

ま
す
。
1885

［
明
治
18

］
年
７
月
、
東
北
本
線
宇

都
宮
駅
で
販
売
さ
れ
た
、
最
初
の
駅
弁
は
お
に

ぎ
り
で
し
た
が
、
20

余
年
を
経
て
駅
弁
の
種
類

も
増
え
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
現
在
、
赤
帽
は

姿
を
消
し
、
車
夫
の
仕
事
は
タ
ク
シ
ー
の
運
転

手
に
引
き
継
が
れ
ま
し
た
が
、
別
れ
の
寂
し
さ

に
今
も
昔
も
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 
(注１）

赤
帽 

 

駅
で
旅
客
の
手
荷
物
な
ど
を
運
ぶ
人
。
赤
い
帽
子
を
被

って
い
る
の
で
い
う
。
ポ
ー
タ
ー
。 

 

（注２）

車
夫(

し
ゃ
ふ) 

 

人
力
車
を
引
く
男
。
車
引
き
。
車
屋
。 

 

（注３）

日
本
及
び
日
本
人
と
い
ふ
雑
誌 

 

1907

［
明
治
40

］
年
１
月
１
日
か
ら
1945

［
昭
和
20

］
年
２

月
ま
で
、
政
教
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
、
主
に
言
論
の
雑
誌
。

1923

［大
正
12
］年
秋
ま
で
、
三
宅
雪
嶺
が
主
宰
し
た
。 

（注４）

牛
久
の
葡
萄
園 

 
 

牛
久
シ
ャ
ト
ー
。
実
業
家
で
あ
る
神
谷
傳
兵
衛
が
、
1903

［
明
治
36

］
年
に
茨
城
県
牛
久
市
に
開
設
し
た
日
本
初

の
本
格
的
ワ
イ
ン
醸
造
場
。
フ
ラ
ン
ス
に
現
存
し
た
醸
造

場
を
モ
デ
ル
に
、
ボ
ル
ド
ー
地
方
の
技
術
を
用
い
て
、
葡

萄
の
栽
培
か
ら
ワ
イ
ン
の
醸
造
・
瓶
詰
め
を
一
貫
し
て
行

な
って
い
た
。 

 

明
治
期
の
通
学
事
情 

 

生
徒
定
員
が
500

名
で
あ
っ
た
1906

［
明
治
39

］

年
10

月
の｢

生
徒
通
学
調｣

に
よ
れ
ば
、
学
校
所

在
地(

土
浦
・
真
鍋
両
町
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る)

か
ら

通
学
す
る
生
徒
は
298

名
、
そ
の
住
ま
い
は
自

宅
・
寄
宿
舎
・
親
戚
・
知
己
・
下
宿
な
ど
と
な

っ
て
い
ま
す
。
学
校
所
在
地
以
外
で
１
里(

約

４
ｋｍ)

以
内
の
自
宅
・
親
戚
・
知
人
宅
か
ら
通

学
す
る
者
47

名
。
同
じ
く
１
里
以
上
２
里
以
内

の
者
74

名
。
残
り
20

名
は
自
宅
通
学
者
で
、
19

名
が
２
里
以
上
３
里
以
内
、
３
里
以
上
４
里
以

内
が
１
名
い
ま
し
た
。
こ
の
１
名
は
１
年
生
で
、

こ
の
生
徒
が
５
年
間
も
こ
の
遠
距
離
を
通
学

し
た
か
は
不
明
で
す
。 

 

通
学
手
段
に
関
す
る
資
料
は
見
つ
か
っ
て

い
ま
せ
ん
が
、
交
通
機
関
の
整
備
状
況
か
ら
、

生
徒
た
ち
は
徒
歩
通
学
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
1898

［
明
治
31

］
年
に
は
、
日
本
鉄
道

の
田
端
～
岩
沼
間
が
開
通
し
て
い
ま
す
が
、
こ

の
鉄
道
の
主
た
る
目
的
は
常
磐
炭
鉱
の
石
炭

を
京
浜
工
業
地
帯
に
輸
送
す
る
こ
と
に
あ
っ

た
の
で
、
通
学
手
段
と
し
て
の
利
便
性
に
は
欠

け
、
利
用
し
た
生
徒
は
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

ま
す
。
筑
波
鉄
道(

筑
波
線)

の
開
通
、
乗
合
バ

ス
の
運
行
開
始
も
大
正
の
中
頃
で
す
。
現
在
最

も
一
般
的
な
通
学
手
段
で
あ
る
自
転
車
も
、
1902

年
に
土
浦
町
に
初
め
て
出
現
し
て
人
々
を
驚

か
し
た
と
の
こ
と
で
す
か
ら
、
普
及
し
て
い
た

と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
全
生

徒
が
徒
歩
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
ま
す
。
遠
方

か
ら
の
生
徒
は
、
苦
労
し
な
が
ら
、
長
時
間
を

費
や
し
て
通
学
し
て
い
ま
し
た
。 

 

な
お
、
寄
宿
舎
は
、
真
鍋
校
舎
に
移
っ
た
1905

年
に
、
民
家
を
借
り
て
収
容
人
員
15

名
で
始

ま
り
、
そ
の
後
、
55

名
ま
で
は
受
け
入
れ
ら
れ

第１６０号 

号 

号 

 

号 

常磐線２ 
常磐線は、1895［明治 28］年 11月に土浦線の土浦～友部間が、

翌年 12月には田端～土浦間が開業し、1898年に田端～岩沼間が
全通しました。しかし、旅客列車の本数は極端に少なく、列車通
学は、大正中頃までは不可能だったようです。したがって、遠方
からの生徒は、寄宿舎に入るか下宿をしていました。列車通学生
が現れるのは大正末期からですが、本数は依然として少なく、通
学生は苦労を強いられました。 
 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 10 月 11 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 

大正末期の土浦駅前  
現在のマスゼン書店前交差点より駅舎を臨む。阿見への海軍道路がで

き、駅前通りの道路幅が広げられた。（『むかしの写真・土浦』より） 



  

 

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
家
主
の
都

合
で
一
部
家
屋
が
解
約
さ
れ
た
た
め
、
収
容
人

員
が
減
り
、
成
績
の
良
い
者
か
ら
入
舎
の
人
選

が
行
な
わ
れ
る
状
況
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。

校
内
に
寄
宿
舎
が
建
設
さ
れ
た
の
は
、
1911

年
で

す
。
1913

［
大
正
２
］
年
に
は
、
２
棟
と
な
り
、

73

名
を
収
容
で
き
ま
し
た
。
建
物
そ
の
も
の
は

老
朽
化
し
て
い
た
も
の
の
、
１
棟
だ
け
は
、
1967

［
昭
和
42

］
年
ま
で
、
校
内
の
一
角
に
存
在
し

て
い
ま
し
た
。 

 

大
正
末
期
の
汽
車
通
学 

                   

鉄
道
網
の
整
備
が
進
ん
だ
と
は
い
え
、
本
数

は
極
端
に
少
な
か
っ
た
の
で
、
大
正
中
頃
ま
で

は
、
汽
車
通
学
は
不
可
能
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
遠
方
か
ら
の
生
徒
は
、
寄
宿
舎

に
入
る
か
下
宿
を
し
て
い
ま
し
た
。
汽
車
通
学

生
が
現
れ
る
の
は
、
大
正
末
期
か
ら
で
、
1921
［
大

正
10

］
年
に
入
学
し
た
中
25

回
殿
塚
増
雄
は
、

汽
車
通
学
の
様
子
を
1983

［
昭
和
58

］
年
刊
『
同

窓
会
報
三
十
一
号
』
に
、｢

む
か
し
の
汽
車
通

学｣

と
題
し
て
、
次
の
よ
う
に
回
顧
し
て
い
ま

す
。 

｢

常
磐
線
で
汽
車
通
学
が
可
能
に
な
っ
た
の

は
、
大
正
の
末
期
だ
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
ま
で

は
通
学
に
便
利
な
時
刻
表
で
は
な
か
っ
た
し
、

ま
た
一
日
上
り
下
り
各
、
わ
ず
か
六
、
七
本
だ

っ
た
。
だ
か
ら
、
寄
宿
舎
に
入
る
か
、
土
浦
、

真
鍋
に
下
宿
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
し
か

し
、
大
正
末
期
に
通
学
可
能
と
な
っ
た
と
は
い

え
、
に
わ
か
に
本
数
が
倍
増
し
て
、
登
下
校
に

至
極
好
都
合
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
登
校

後
、
始
業
ま
で
な
お
三
、
四
〇
分
待
た
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
り
、
放
課
後
も
折
よ
い
汽
車
な
ど

な
く
、
二
時
間
近
く
も
待
た
ね
ば
な
ら
ぬ
不
便

も
あ
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
そ
の
う
え
土

浦
駅
か
ら
真
鍋
の
坂
を
上
っ
て
学
校
ま
で
、
街

の
中
を
テ
ク
テ
ク
歩
い
て
約
三
〇
分
も
か
か

っ
た
（
当
時
は
近
道
も
新
道
も
な
く
文
字
通
り
一
本
道
だ

っ
た)
。
自
転
車
利
用
は
近
郊
の
自
宅
か
ら
な
ら

と
も
か
く
、
汽
車
通
学
者
に
は
誰
も
自
転
車
な

ど
考
え
も
し
な
か
っ
た
か
ら
、
今
思
う
と
不
思

議
な
ほ
ど
だ(
尤
も
当
時
は
駐
車
場
【
駐
輪
場
】
な
ど
む

ろ
ん
な
か
っ
た)
。
だ
か
ら
、
夏
は
学
校
へ
着
く

こ
ろ
は
汗
び
っ
し
ょ
り
、
冬
は
粗
末
な
外
套

【
が
い
と
う 

オ
ー
バ
ー
コ
ー
ト

】
一
枚
き
り
で
、

え
り
巻
き
、
手
袋
も
せ
ず
北
風
に
向
か
っ
て
寒

か
っ
た
。
校
門
を
く
ぐ
っ
て
砂
利
を
踏
み
、
あ

の
な
つ
か
し
い
校
舎
が
見
え
た
時
は
、
ヤ
レ
ヤ

レ
と
思
っ
た
も
の
だ
。 

 

当
時
毎
年
、
柔
剣
道
の
早
朝
寒
稽
古
が
大
寒

の
こ
ろ
二
週
間
ぐ
ら
い
続
き
、
最
終
日
は
個
人

の
決
勝
戦
。
柔
剣
道
は
正
科
の
一
つ
で
、
そ
の

何
れ
か
に
は
誰
も
が
入
っ
て
稽
古
せ
ね
ば
な

ら
ず
、
出
欠
席
は
や
か
ま
し
く
、
自
由
参
加
で

は
な
か
っ
た
。
稽
古
は｢

早
朝｣

だ
か
ら
い
つ
も

の
汽
車
で
は
遅
刻
す
る
。
通
常
の
始
業
時
刻
前

約
三
、
四
〇
分
稽
古
す
る
。
こ
の
時
は
中
学
生

も
大
変
だ
が
、
東
の
空
が
ま
だ
明
け
や
ら
ぬ
極

寒
、
早
起
き
し
て
朝
食
準
備
に
取
り
か
か
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
家
の
者
も
並
々
な
ら
ぬ
苦
労
だ
っ

た
。
土
浦
駅
へ
下
り
て
も
乗
降
客
は
ま
ば
ら
。

う
っ
す
ら
と
朝
も
や
の
立
つ
土
浦
真
鍋
の
街

は
、
新
聞
や
牛
乳
の
配
達
の
若
者
の
姿
が
チ
ラ

ホ
ラ
走
り
ま
わ
る
く
ら
い
で
、
商
家
の
雨
戸
は

ま
だ
閉
ざ
さ
れ
、
眠
り
か
ら
覚
め
や
ら
ぬ
静
け

さ
。
こ
ん
な
人
通
り
の
少
な
い
静
か
な
街
中
を

四
十
人
、
五
十
人
と
い
う
血
気
旺
ん
な
中
学
生

が
、
ク
ソ
真
面
目
に
黙
々
と
学
校
へ
向
か
っ
て

真
す
ぐ
歩
こ
う
筈
が
あ
る
ま
い
。
一
年
、
二
年

生
あ
た
り
は
、
街
中
の
看
板
で
読
め
な
い
字
は

あ
る
か
な
ど
、
屋
根
や
ひ
さ
し
に
掲
げ
て
あ
る

看
板
を
読
み
っ
こ
し
て
い
る
の
は
ま
だ
ま
だ

可
愛
ら
し
い
。
三
年
以
上
と
も
な
る
と
何
か
い

た
ず
ら
を
―
と
考
え
が
ち
だ
。｢

○
○
医
院｣

と
書
い
て
あ
る
看
板
を
門
柱
か
ら
は
ず
し
て

商
家
の
雨
戸
に
立
て
か
け
た
り
、
薬
局
の
移
動

可
能
な
広
告
板｢

仁
丹｣

を
隣
家
の
軒
先
へ
運

ん
だ
り
、
商
家
の
軒
先
に
置
い
て
あ
る
大
八
車

(注 5)

を
少
し
ば
か
り
移
動
し
て
、
戸
袋
に
近
い
雨

戸
に
寄
せ
か
け
、
家
人
が
雨
戸
を
く
る
ト
タ
ン
、

カ
ジ
棒
(注 6)

が
頭
へ
パ
タ
ン
と
落
ち
て
ね
ぼ
け

眼
を
覚
ま
し
て
や
ろ
う
な
ん
て
…
…
、
単
純
だ

が
、
こ
ん
な
い
た
ず
ら
を
お
も
し
ろ
が
っ
た
。

後
日
学
校
当
局
か
ら
、
こ
ん
な
い
た
ず
ら
を
し

た
―
な
ん
て
注
意
を
受
け
た
者
が
い
な
か
っ

た
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
商
家
か
ら
学
校
へ
の
モ

ン
ク
も
な
か
っ
た
ら
し
い
。
ま
た
牛
乳
箱
の
牛

乳
を
失
敬
す
る
よ
う
な
者
は
い
な
か
っ
た
こ

と
は
確
か
だ
。
と
に
か
く
早
朝
の
寒
稽
古
は
寒

さ
に
弱
い
わ
た
し
に
は
、
難
物
だ
っ
た
こ
と
が

忘
れ
ら
れ
な
い
。 

 

当
時
、
石
岡
方
面
か
ら
の
上
り
通
学
生
は
五

十
名
を
超
し
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
荒
川
沖
方

面
か
ら
の
下
り
通
学
生
を
合
わ
せ
る
と
相
当

数
が
常
磐
線
利
用
者
だ
っ
た
わ
け
だ
。
通
学
生

は
朝
夕
顔
を
合
わ
せ
る
か
ら
、
一
年
生
も
五
年

生
も
親
し
く
な
り
、
年
一
、
二
回
懇
親
会
(注 7)

を

催
す
こ
と
が
通
例
で
、
当
時
の
図
画
室
を
図
画

担
当
の
石
田
【
益
敏 

芸
術 

在
職

1907

［
明
治
40
］
年

～
1930

［
昭
和
５
］
年

】
先
生
か
ら
許
可
を
う
け
て

借
用
し
、
駄
菓
子
を
か
じ
っ
て
何
や
ら
流
行
歌

な
ど
唱
っ
た
よ
う
に
思
う
。
こ
れ
は
上
り
列
車

利
用
生
だ
け
の
懇
親
会
で
、
下
り
と
合
同
懇
親

会
を
開
い
た
記
憶
は
な
い
が
別
に
下
り
通
学

生
と
不
和
だ
っ
た
な
ど
の
理
由
で
は
な
く
、
自

然
と
そ
う
な
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

と
に
か
く
深
い
理
由
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
と
思
う
。 

 

な
お
そ
の
頃
、
筑
波
軽
便
鉄
道
【
筑
波
鉄
道

(注 8)

】

は
既
に
開
通
し
て
お
り
、
真
鍋
駅

(注 9)

が
あ
っ
た

の
で
、
学
校
へ
の
距
離
は
、
土
浦
駅
よ
り
約
半

分
の
距
離
で
、
筑
波
鉄
道
利
用
の
友
人
を
う
ら

や
ま
し
く
思
っ
た
も
の
だ
。
そ
れ
の
み
か
、
下

校
時
な
ど
大
声
で
呼
び
か
け
る
と
、
真
鍋
駅
を

ま
さ
に
発
車
し
よ
う
と
し
て
い
る
汽
車
の
機

関
士
が
、
心
得
た
と
ば
か
り
に
、
発
車
を
遅
ら

せ
て
待
っ
て
い
て
く
れ
た
の
だ
か
ら
、
常
磐
線

利
用
の
中
学
生
に
は
二
重
の
羨
望
だ
っ
た
も

の
だ
。
な
お
筑
波
鉄
道
は
当
時
石
炭
の
ほ
か
薪

も
た
い
て
い
た
の
を
記
憶
し
て
い
る
が
、
昔
は

の
ん
び
り
し
て
い
た
。
…
…
。｣ 

 

（注５）

大
八
車 

 

代
八
車
（８
人
分
の
仕
事
の
代
わ
り
を
す
る
意
）。
荷
物

運
搬
用
の
大
き
な
二
輪
車
で
、
２
～
３
人
で
引
く
も
の
。

江
戸
前
期
か
ら
使
用
さ
れ
た
。 

 

（注６）

カ
ジ
棒 

 

梶
棒
。
人
力
車
・荷
車
な
ど
の
長
柄
（な
が
え
） 

 

（注７）

懇
親
会 

 

当
時
は
、
通
学
区
ご
と
に
会
が
組
織
さ
れ
て
い
た
。
例

え
ば
、
土
浦
の
金
襴
会
、
真
鍋
の
撫
子
会
、
桜
川
以
南
の

桜
南
会
、
石
岡
の
南
城
ク
ラ
ブ
な
ど
で
、
毎
学
期
１
回
程

度
会
合
し
て
菓
子
な
ど
を
食
べ
な
が
ら
楽
し
い
一
時
を

過
ご
し
て
い
た
。
こ
の
懇
親
会
は
南
城
ク
ラ
ブ
と
思
わ
れ

る
。 

 

（注８）

筑
波
鉄
道 

 

筑
波
山
西
麓
の
外
縁
に
沿
っ
て
、
1918

［
大
正
７
］
年
に
開

業
し
た
、
国
鉄
常
磐
線
土
浦
駅
と
水
戸
線
岩
瀬
駅
と
を

結
ん
で
い
た
非
電
化
路
線
。
国
鉄
分
割
民
営
化
と
同
日

の
1987

［
昭
和
62

］
年
４
月
１
日
に
廃
止
さ
れ
た
。
本
紙
第

55
・
56
号
で
詳
述
。 

 

（注９）

真
鍋
駅 

 

筑
波
鉄
道
の
開
通
と
同
時
に
開
業
。
の
ち
貨
物
駅
と
機

関
庫
と
な
り
、
旅
客
扱
い
の
役
割
は
、
隣
接
し
た
新
設
の

新
土
浦
駅
に
移
さ
れ
た
。
現
在
は
、
岩
瀬
方
が
関
東
鉄

道
本
社
、
土
浦
方
が
関
鉄
観
光
バ
ス
・
関
鉄
観
光
本
社
の

敷
地
で
、
大
部
分
は
関
鉄
観
光
バ
ス
本
社
営
業
セ
ン
タ
ー

の
車
庫
に
な
って
い
る
。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 (

高
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寿) 

真鍋坂  
1907[明治 40]年頃。真鍋坂下十字路から坂上（土浦一高）方

面を臨む。正面の丘の上の建物は総宜園。総宜園は桜の名所で、
土浦・真鍋の市街及び霞ヶ浦を一望できた。現在の愛宕神社。
（『むかしの写真・土浦』より） 


