
  

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

     
 

   

 
 

 

                

雪
の
筑
波
五
軒
茶
屋
(注 1)

の
一
夜 

 
 

賛
助
会
員
(注 2) 

山
口
鼎
太
郎
【
1903

年
３
月
卒
業
】 

  
｢

『
筑
波
山
頂
に
一
晩
寝
て
来
や
う
ぢ
や
な

い
か
。
』 

豪
放
磊
落
【
ご
う
ほ
う
ら
い
ら
く

】
で
酒
好
き

の
石
川
重
房
先
生
【
在
職

1899
［
明
治
32
］
年
12
月
～

1907

［
明
治
40
］
年
４
月

】
は
老
体
で
は
あ
る
が
、
元

気
な
口
調
で
受
持
の
四
年
級
か
ら
同
士
を
募

つ
た
。
痛
快
だ
と
あ
つ
て
忽
ち
同
勢
廿
四
人
、

こ
の
次
の
土
曜
に
早
速
断
行
と
衆
議
一
決
し

た
。 

 

正
月
休
み
も
終
へ
た
【
1902[

明
治
35]

年

】
一
月

中
旬
の
こ
と
、
名
山
筑
波
は
今
し
も
雪
を
頂
い

て
如
何
に
も
寒
む
さ
う
だ
。『
穴
で
も
掘
つ
て

入
れ
ば
寒
さ
は
凌
げ
る
だ
ら
う
。
』
な
ど
ゝ
福

山
【
義
春

】
校
長
先
生
も
非
常
に
心
配
し
て
呉

れ
た
。
籠
城
準
備
の
兵
糧
等
も
色
々
研
究
し
た

結
果
、
餅
や
鯣
【
す
る
め

】
や
、
鰹
節
な
ど
を

銘
々
用
意
す
る
こ
と
に
し
た
。
猿
が
出
る
か
も

知
れ
ぬ
と
い
ふ
の
で
猟
銃
ま
で
持
つ
て
行
く

こ
と
に
し
た
。 

 

土
曜
の
午
後
筑
波
颪
【
お
ろ
し

】
が
ビ
ュ
ー

〱
と
吹
き
捲
く
る
北
条
街
道
【
筑
波
街
道

】
を

同
勢
廿
四
人
、
石
川
先
生
に
率
ゐ
ら
れ
て
筑
波

を
指
し
て
駈
け
出
し
た
。
冬
の
日
脚
【
ひ
あ
し

】

は
非
常
に
早
く
筑
波
の
町
に
辿
り
着
い
た
の

は
黄
昏
時
だ
つ
た
。
一
応
土
地
の
警
官
に
了
解

を
求
め
る
必
要
が
あ
ら
う
と
早
速
駐
在
所
へ

罷
り
出
た
。 

 

『
飛
ん
で
も
な
い
考
へ
違
へ
だ
。
こ
の
大
寒

の
真
最
中
に
山
頂
な
ど
に
泊
れ
る
も
の
で
な

い
、
尚
更
夜
中
の
登
山
な
ど
と
は
以
て
の
外
、

若
【
も

】
し
も
の
こ
と
が
あ
つ
た
ら
ど
う
な
さ

る
。
俺
も
責
任
上
困
る
か
ら
、
そ
ん
な
無
謀
の

こ
と
は
思
ひ
止
ま
つ
た
が
よ
い
。
』 

 

警
官
に
散
々
き
め
つ
け
ら
れ
て
了
つ
た
。 

 

『
何
？ 

構
ふ
も
の
か
、
こ
れ
し
き
の
登
山

に
怖
気
【
お
じ
け

】
づ
い
た
と
あ
つ
て
は
、
日

東
【
に
っ
と
う 

日
本
国
の
別
称

】
男
児
の
面
目
に
も

か
ゝ
る
、
行
け

〱
。』
」 

(注 1)

五
軒
茶
屋 

 

ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
筑
波
山
頂
駅
が
あ
る
平
坦
地
は
、
男
体

山
・女
体
山
の
二
神
が
御
幸(

往
来)

す
る
「御
幸
ヶ
原
」と
呼

ば
れ
、
当
時
、
そ
こ
に
は
、
依
雲
亭
・迎
客
亭
・遊
仙
亭
・向

月
亭
・放
眼
亭
の
５
軒
の
茶
屋
が
あ
り
、
夫
婦
餅(

ふ
う
ふ
も

ち)

や
田
楽
豆
腐
を
販
売
し
て
い
た
。 

  

(注 2)

賛
助
会
員 

 
｢

進
修
会｣

」は
、
通
常
会
員(

生
徒)

、
特
別
会
員(

教
職
員)

、

賛
助
会
員(

元
教
職
員
、
卒
業
生)

で
組
織
さ
れ
て
い
た
。 

  

警
官
は
、
登
山
は
止
め
ま
し
た
が
、
持
参
の

猟
銃
に
つ
い
て
は
何
も
言
っ
て
い
ま
せ
ん
。
当

時
、
刀
剣
類
に
つ
い
て
は
、
廃
刀
令(

1876

［
明
治

９
］
年
太
政
官
布
告
第
38
号)

に
よ
り
、
勤
務
中
の
軍

人
・
警
察
官
以
外
の
帯
刀
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
銃
砲
類
の
所
持
は
、
1910

［
明
治
43
］

年
の｢

銃
砲
火
薬
類
取
締
法｣

(

銃
砲
類
の
製
造
・
市

販
は
政
府
へ
の
登
録
制
と
し
、
ま
た
許
可
無
く
所
持
す
る
こ

と
を
禁
止
し
た)

の
施
行
ま
で
、
規
制
が
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
猟
銃
を
持
ち
歩

い
て
い
る
中
学
生
に
一
言
の
注
意
も
無
い
の
に

は
、
首
を
傾
げ
て
し
ま
い
ま
す
。
が
、｢

こ
れ

し
き
の
登
山
に
怖
気
づ
い
た
と
あ
っ
て
は
、
日

東
男
児
の
面
目
に
も
か
ゝ
る｣

と
、
意
気
盛
ん

な
土
中
生
で
も
、
筑
波
山
の
猿
は
怖
か
っ
た
の

で
し
ょ
う
。 

  
｢

厚
意
的
に
忠
告
し
て
く
れ
た
警
官
の
言
葉

も
、
血
気
に
逸
る
我
等
に
と
つ
て
は
馬
の
耳
に

念
仏
だ
つ
た
。
用
意
の
松
明
に
落
葉
堆
【
う
ず

た
か

】
き
細
路
を
照
ら
し
つ
ゝ
勇
ま
し
い
軍
歌

に
元
気
を
つ
け
て
登
つ
て
行
く
。
斑
【
ま
だ

】

ら
な
星
の
光
り
は
寒
天
に
凍
て
つ
い
て
ゐ
る
。 

 
夜
の
登
山
！ 

成
る
程
警
官
の
忠
告
通
り

今
更
の
や
う
に
危
険
を
感
じ
た
。 

 

樹
の
根
、
岩
角
に
跪
【
ひ
ざ
ま
ず 

躓(

つ
ま
ず
く)

の
誤
植
か

】
く
や
ら
、
お
ま
け
に
一
歩
を
踏
み
外

づ
せ
ば
千
仞
の
谷
底
だ
。
真
の
闇
路
を
照
ら
す

生
命
の
綱
の
松
明
！ 

そ
れ
も
も
う
無
く
な

り
か
け
て
心
細
い
こ
と
限
り
な
し
。
夜
は
次
第

に
更
け
て
軍
歌
の
声
も
力
な
く
な
つ
て
来
た
。

そ
の
中
突
然
あ
た
り
の
静
寂
を
破
つ
て
消
魂

【
け
た
た
ま

】
し
い
一
大
音
響
！ 

素
破
【
す
わ 

突
然
の
出
来
事
に
驚
い
て
発
す
る
語
。
あ
っ

】
何
事
ぞ
と

上
を
下
へ
の
大
騒
ぎ
。
こ
れ
ぞ
石
川
先
生
が
後

生
大
事
と
自
身
に
背
負
は
れ
て
ゐ
た
、
風
呂
敷

包
の
中
か
ら
一
升
罎
詰
【
た
ん
づ
め 

酒
が
め

】
が

転
が
り
出
し
た
の
で
あ
つ
た
。
岩
に
ブ
ツ
か
つ

て
石
塊
の
上
を
ゴ
ロ

〱
と
落
下
し
た
の
で
あ

つ
た
が
、
天
運
な
る
哉
罎
は
幸
ひ
亀
裂
さ
へ
出

来
て
ゐ
な
か
つ
た
。
頂
上
へ
着
い
て
か
ら
の
祝

杯
に
す
る
の
だ
と
初
め
て
知
つ
た
。
我
等
は

『
〆
【
し
め

】
た

〱
』
と
無
性
に
喜
ぶ
石
川
先

生
を
囲
ん
で
万
歳

〱
を
絶
叫
し
た
。｣ 

  

筑
波
山
頂
で
祝
杯
を
挙
げ
る
た
め
に
生
徒
を

誘
う
と
は
、
な
る
ほ
ど
豪
放
磊
落
で
す
。
岩
の

上
を
転
が
り
落
ち
た
酒
が
め
は
、
ど
こ
の
焼
き

物
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
強
度
に
は
驚

く
ば
か
り
で
す
。
一
升
罎
詰
は
さ
ぞ
重
か
っ
た

と
思
い
ま
す
が
、
酒
好
き
の
石
川
先
生
、
大
事

な
酒
が
め
を
生
徒
に
背
負
わ
せ
て
、
割
ら
れ
で

も
し
た
ら
取
り
返
し
が
つ
か
な
い
と
思
い
、
自

分
で
背
負
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
酒
が
め
の
無

事
を
喜
ぶ
石
川
先
生
を
囲
ん
で
、
万
歳
を
絶
叫

す
る
生
徒
た
ち
、
実
に
純
朴
で
す
。 

  
｢

思
は
ぬ
喜
劇
に
元
気
を
恢
復
し
燐
寸
【
マ

ッ
チ

】
を
つ
け
て
は
其
の
明
り
を
頼
り
に
二
三

歩
づ
ゝ
心
許
【
こ
こ
ろ
も
と

】
な
い
山
路
を
辿
つ

た
。 

 

『
も
う
大
分
登
つ
て
来
た
ぞ
、
熊
笹
が
あ
る

か
ら
五
軒
茶
屋
は
す
ぐ
近
い
筈
だ
』 

 

オ
ー
イ

〱
と
大
音
あ
げ
て
口
々
に
呼
ん
で

見
た
が
先
発
隊
か
ら
何
の
応
答
も
な
い
、
合
図

の
銃
声
も
ま
だ
聞
え
て
来
な
い
ハ
テ
不
思

議
！ 

先
発
隊
が
迷
児
に
な
つ
た
の
か
し
ら

…
…
と
、 

 

だ
し
ぬ
け
に
左
手
の
谷
底
か
ら
人
声
が
聞

え
て
来
た
、
耳
を
澄
ま
せ
ば
正
し
く
一
味
の
連

中
だ
。
何
処
【
ど
こ

】
を
何
【
ど

】
う
迂
路
【
う

ろ

】
つ
い
た
も
の
か
闇
路
に
迷
つ
た
一
行
二
名

岩
に
か
ぢ
り
つ
き
草
木
を
わ
け
乍
【
な
が

】
ら

夢
中
で
逼
【
は

】
ひ
上
つ
て
来
た
。
す
る
と
、

其
中
の
一
名
は
安
堵
と
疲
労
の
為
め
に
其
場

第１６９号 

号 

号 

 

号 

 雪の筑波五軒茶屋の一夜 

土中生たちは、開校早々から夏休みや修学旅行で筑波山に登っています
が、1902［明治 35］年１月には、国語科の石川重房先生と４年生(中２回)24
名が、真冬の筑波登山を強行しています。中学２年生の時に｢筑波紀行｣(本
紙第 167・168号に掲載)を著した山口鼎太郎(中２回)は、在校生の求めに
応じて、1927［昭和２］年９月発行『進修第 26号』｢先輩諸氏より」に｢雪
の筑波五軒茶屋の一夜｣と題して、その思い出を綴っています。 
 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。また、筑波山登山ルートは、進修同窓会ＨＰの 
『月刊 Acanthus』第 16９号３頁に掲載しています。 

（土浦一高・旧土浦中学とその周辺の物語） 

2023（令和５）年７月１８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 

明治期の夏の五軒茶屋(上)  

夏季以外は、周囲に雨戸が付設された 

石川重房先生（「進修」第８号）(円内) 
 



  

 

に
ド
ツ
と
倒
れ
て
了
つ
た
。
さ
あ
困
つ
た
。
只

さ
へ
【
た
だ
で
さ
え

】
弱
り
抜
い
て
ゐ
る
こ
の
場

合
、
急
病
人
を
抱
え
込
ん
だ
の
だ
か
ら
二
進
も

三
進
も
【
に
っ
ち
も
さ
っ
ち
も

】
始
末
に
了
へ
ぬ
。

さ
れ
ば
と
云
つ
て
此
の
ま
ゝ
か
う
し
て
途
方

に
く
れ
て
ゐ
た
の
で
は
仕
方
が
な
い
。
一
刻
も

早
く
山
頂
を
き
わ
め
た
上
で
迎
へ
に
来
る
の

が
良
策
だ
ら
う
と
あ
つ
て
、
病
人
は
石
川
先
生

に
介
抱
を
頼
み
、
我
等
は
勇
気
を
百
倍
し
て
山

頂
へ
と
、
ヘ
ビ
ー
【
和
製
英
語la

s
t h

e
a
v
y
(

最
後
の

が
ん
ば
り 

最
後
の
努
力)

の 
h

e
a
v
y

】
を
か
け
た
。 

 

登
つ
て
見
れ
ば
何
の
事
だ
五
軒
茶
屋
は
す

ぐ
頭
の
上
だ
つ
た
の
だ
。
茅
葺
小
屋
の
中
に
は

先
発
の
連
中
が
、
生
木
を
ウ
ン
と
積
み
重
ね
焚

火
に
濛
々
【
も
う
も
う

】
た
る
煙
を
あ
げ
つ
ゝ
悠

然
と
納
ま
つ
て
ゐ
た
の
だ
。
雪
は
四
辺
を
埋
め

て
而
か
も
氷
の
や
う
【
様

】
夜
の
十
時
過
ぎ
だ

つ
た
ら
う
、
闇
夜
を
裂
く
号
砲
一
発
！ 

山
頂

を
揺
が
す
万
歳
の
声
！ 

大
自
然
を
制
服
【
征

服
の
誤
植

】
し
た
誇
り
と
意
気
に
燃
ゆ
る
吾
等
は
、

宛
【
さ
な
が

】
ら
常
勝
軍
の
気
持
に
な
つ
て
何

ん
と
も
謂
へ
ぬ
愉
快
さ
を
感
じ
た
。
早
速
石
川

先
生
を
迎
へ
て
来
て
胴
上
げ
に
し
た
。
幸
ひ
案

じ
た
病
人
も
活
【
い
き
か
え

】
つ
て
ゐ
た
の
で
一

同
非
常
に
喜
ん
だ
。｣ 

  

危
う
く
、
警
官
の
忠
告
ど
お
り
に
な
る
と
こ

ろ
で
し
た
が
、
何
と
か
無
事
に
五
軒
茶
屋
に
到

着
し
ま
し
た
。
胴
上
げ
ま
で
さ
れ
た
石
川
先
生

は
、
生
徒
た
ち
の
敬
慕
の
的
で
あ
っ
た
よ
う
で

す
。

1928
［
昭
和
３
］
年
４
月
発
行
『
進
修
第
27

号
』

に
、
水
戸
中
学
校
教
諭
富
岡
良
夫(

中
３
回)

は
、

｢

母
校
創
立
当
初
の
思
出｣

と
題
し
て
、
石
川
先

生
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。 

｢

…
…
何
と
言
つ
て
も
、
超
越
的
気
分
が
充
満

し
て
、
辺
幅
を
飾
ら
ず
、
遠
視
眼
鏡
を
鼻
の
先

き
へ
、
チ
ョ
ン
ビ
リ
か
け
て
は
、
眼
鏡
越
に
物

を
見
る
癖
が
あ
り
、
殊
に
滑
稽
味
を
懐
か
し
め

る
ぐ
ら
ゐ
に
、
生
徒
の
帽
子
と
同
様
の
海
軍
帽

を
必
ず
横
ざ
ま
に
被
つ
て
、
東
真
鍋
の
高
台
か

ら
ト
ボ

〱
と
通
は
れ
た
お
方
に
石
川
重
房
先

生
が
あ
つ
た
。
殊
に
先
生
の
特
色
は
国
語
の
解

釈
法
に
存
す
る
。
即
ち
、
重
房
五
段
の
講
義
て

ふ
【(｢

と
い
ふ｣

の
転)

…
と
い
う
】
名
称
さ
へ
つ
い
て

ゐ
て
、
序
、
大
意
、
語
釈
、
本
講
、
余
波
の
形

式
を
履
ま
ぬ
と
御
機
嫌
め
で
た
く
な
い
と
い
ふ

調
子
で
あ
る
。
尚
、
先
生
が
数
学
に
長
じ
て
を

ら
れ
た
の
は
不
可
思
議
と
思
は
れ
る
位
で
あ
る
。

惜
し
い
か
な
、
本
年
春
三
月
老
病
で
逝
去
せ
ら

れ
、
そ
の
追
悼
会
を
当
【
水
戸
】
市
外
谷
中
本
行

寺
で
催
ほ
し
た
。
私
も
母
校
側
を
代
表
し
て
列

席
し
た
の
で
あ
つ
た
。
…
…｣ 

  

「
先
発
隊
の
伐
採
し
た
生
木
や
棚
に
あ
つ
た

薪
を
惜
気
も
な
く
焚
き
な
が
ら
、
大
き
な
炉
を

囲
ん
で
餅
を
焼
き
、
鯣
を
焙
つ
て
盛
ん
に
パ
ク

つ
い
た
。
石
川
先
生
は
一
杯
機
嫌
で
盛
ん
に
気

焰
を
あ
げ
る
。 

 
午
前
零
時
近
し
と
思
ふ
頃
表
【
表
戸

】
に
方

【
む
か

】
つ
て
『
開
け
ろ

〱
』
と
怒
鳴
る
奴
が

あ
る
。
曲
者
御
参
と
部
屋
中
俄
か
に
緊
張
し
、

早
く
も
銃
口
は
向
け
ら
れ
た
。
『
誰
れ
だ
？
』

『
誰
で
も
よ
い
か
ら
早
く
開
け
て
呉
れ
』
『
名

乗
ら
ぬ
以
上
は
開
け
ら
れ
ぬ
』
権
幕
は
な
か

〱
凄
ご
か
つ
た
。 

 

『
俺
は
こ
の
家
の
主
人
だ
』『
何
に
主
人

だ
？
』 

 

此
家
の
主
人
と
聞
い
て
吾
等
は
開
い
た
口

が
塞
が
ら
な
か
つ
た
。
そ
し
て
此
の
真
夜
中
に

一
体
何
用
あ
つ
て
来
た
の
だ
ら
う
？ 
と
は

吾
等
の
頭
に
浮
ん
だ
大
な
る
謎
で
あ
つ
た
の

だ
。
主
人
と
聞
い
て
開
け
ぬ
訳
に
も
行
か
ず
、

渋
々
表
の
茅
戸
を
開
く
と
大
荷
物
を
背
負
つ

て
七
八
才
位
の
男
の
子
を
連
れ
た
田
舎
親
爺

が
ツ
ク
ネ
ン
と
立
つ
て
ゐ
た
。
聞
け
ば
利
欲
に

抜
目
の
な
い
此
家
の
主
人
は
、
吾
等
一
行
の
此

の
宿
借
り
を
耳
に
し
て
、
早
速
名
物
の
田
楽
を

仕
込
み
一
儲
け
し
や
う
と
危
険
を
冒
し
て
、

態
々
【
わ
ざ
わ
ざ

】
遣
つ
て
来
た
の
だ
と
云
ふ
事

実
が
判
つ
た
の
だ
。｣ 

 
 

警
官
の
忠
告
も
聞
か
ず
に
登
山
を
強
行
す
る

先
生
も
土
中
生
も
褒
め
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
そ
の
後
を
追
っ
て
登
っ
て
き
た
茶

屋
の
主
人
も
、
相
当
な
も
の
で
す
。
総
勢
25

名

で
す
か
ら
、
商
売
に
な
る
と
考
え
た
の
で
し
ょ

う
。
一
緒
に
来
た
男
の
子
は
、
普
段
か
ら
親
爺

の
手
伝
い
を
し
て
、
山
を
上
り
下
り
し
て
い
た

と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
普
段
な
ら
ば
寝
て

い
る
時
間
な
の
に
、
付
い
て
来
た
の
は
、
中
学

生
が
物
珍
し
か
っ
た
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

  
｢

丑
満
【
丑
三
つ 

お
よ
そ
今
の
午
前
２
時
か
ら
２
時

半

】
か
ら
夜
明
に
か
け
て
山
頂
の
寒
さ
は
又
格

別
だ
。
物
を
食
べ
て
ゐ
る
間
だ
け
が
辛
う
じ
て

寒
さ
を
忘
れ
得
る
に
過
ぎ
な
い
。
全
く
以
て
想

像
以
上
だ
。
薄
ツ
ペ
ラ
な
外
套
一
枚
に
く
る
ま

つ
た
位
で
は
ま
る
で
背
骨
が
裂
け
る
や
う
だ
。

焚
火
に
向
つ
て
る
半
面
は
暖
か
い
が
背
の
半

面
は
骨
肉
が
離
れ

〱
に
さ
れ
る
や
う
だ
。
四

五
人
づ
ゝ
重
り
合
つ
て
見
た
が
一
番
の
上
積

は
貧
乏
籤
で
、
と
て
も
寒
さ
の
為
め
に
辛
抱
出

来
な
か
つ
た
。
火
に
あ
て
た
握
飯
は
粥
の
や
う

に
ド
ロ

〱
に
溶
け
て
口
に
入
れ
ら
れ
た
も
の

で
な
い
。
一
晩
中
田
楽
や
餅
や
鯣
を
パ
ク
つ
き

口
を
不
断
に
動
か
し
乍
ら
厳
寒
と
戦
ひ
、
殆
ん

ど
一
睡
も
せ
ず
に
夜
の
白
む
を
待
つ
て
戸
外

に
飛
出
し
雪
中
の
角
力
【
す
も
う 

相
撲

】
を
オ

ツ
始
め
て
辛
く
も
寒
さ
を
忘
れ
得
た
。 

 

筑
波
の｢

お
下
り
【
お
さ
が
り

】｣

(注 3)

に
焚
く
大

事
な
木
だ
と
い
ふ
の
を
只
の
薪
と
心
得
違
ひ

し
て
、
無
意
識
に
夜
中
焚
き
つ
く
し
て
宿
の
主

人
に
散
々
泣
き
言
を
澪
【
零
（
こ
ぼ
す
）
の
誤
植

】

さ
れ
、
一
晩
中
生
木
に
燻
【
く
す
ぶ

】
つ
た
真

黒
な
顔
を
洗
ふ
こ
と
も
出
来
ず
、
女
体
山
で
麗

ら
か
な
御
来
光
を
拝
し
、
裏
山
通
ひ
【
伝
ひ

】

に
下
山
し
て
柿
岡
に
出
た
。
麓
の
村
民
等
は
印

度
の
黒
ん
坊
か
と
怪
訝
【
け
げ
ん

】
な
顔
を
し

て
、
吾
等
を
覗
き
込
む
や
う
に
し
て
見
た
。 

 

あ
ゝ
、
五
軒
茶
屋
の
一
夜
！ 

実
に
寒
か
つ

た
、
心
底
か
ら
寒
か
つ
た
。
あ
の
一
夜
の
体
験

は
廿
数
年
後
の
今
日
で
も
ま
ざ

〱
と
印
象
づ

け
ら
れ
て
ゐ
る
。
恐
ら
く
僕
の
一
生
を
通
じ
て

忘
れ
得
な
い
で
あ
ら
う
。 

僕
等
の
中
学
時
代
に
は
ク
ラ
ス
の
旅
行
会

が
組
織
し
て
あ
つ
て
、
一
学
期
の
間
に
二
回

づ
ゝ
心
身
鍛
練
の
為
め
に
か
う
し
た
旅
行
を

し
た
も
の
だ
。
苦
し
い
事
も
あ
る
が
、
痛
快
味

も
あ
り
、
趣
味
も
あ
る
。
よ
く
あ
ん
な
事
を
し

た
も
の
だ
と
思
ひ
出
し
て
は
ぞ
つ
と
す
る
こ

と
も
あ
る
。
併
し
自
分
は
人
生
の
行
路
に
於
て

此
種
の
旅
行
が
有
形
に
無
形
に
、
尠
【
す
く

】

な
か
ら
ぬ
利
益
を
与
ふ
る
も
の
で
あ
る
と
云

ふ
事
を
、
如
実
に
体
験
し
た
一
人
で
あ
る
。（
二
、

五
、
一
一
）
【
昭
和
２
年
５
月
11

日

】｣ 
 

(注 3)

筑
波
の｢

お
下
り｣ 

 

御
座
替
祭(

お
ざ
が
わ
り
さ
い
）。
筑
波
山
神
社
で
、
現
在
、

４
月
１
日
と
11
月
１
日
に
行
わ
れ
る
神
事
。
４
月
に
親
神
が

里
に
下
って
子
神
が
山
に
登
り
、
11
月
に
は
そ
の
逆
に
な
る
。

地
域
住
民
は
、｢

お
ざ
が
り｣

と
言
う
の
で
、｢

お
さ
が
り｣

と

聞
こ
え
た
の
だ
ろ
う
。  

  

土
中
生
た
ち
の
登
山
は
、
正
月
休
み
も
終
え

た
１
月
中
旬
の
土
曜
日(

警
官
は｢

大
寒
の
真
最
中｣

と

言
っ
て
い
ま
す
が)

、
と
あ
り
ま
す
か
ら
、

1902[

明
治

35]

年
の
１
月
11

日(

土)

か
ら
12

日(

日)

或
い

は
18

日(

土)

か
ら
19

日(

日)

に
掛
け
て
強
行
さ

れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。 

そ
の
同
じ
月
の
20

日
か
ら
、
弘
前
歩
兵
第
31

連
隊
37

名
が
、
23
日
か
ら
は
、
青
森
歩
兵
第
５

連
隊
210

名
が
、
寒
地
作
戦
の
訓
練
の
一
環
と
し

て
、
八
甲
田
山
雪
中
行
軍
に
そ
れ
ぞ
れ
出
発
し

ま
し
た
。
第
31

連
隊
は
、
十
分
な
準
備
の
上
に

実
施
し
、
全
員
が
無
事
に
帰
営
し
た
の
に
対
し
、

第
５
連
隊
は
、
雪
に
対
す
る
経
験
・
知
識
が
足

り
ず
、
防
寒
・
防
雪
へ
の
装
備
も
不
十
分
だ
っ

た
こ
と
か
ら
、
210

名
中
199

名
も
が
死
亡
す
る
と
い

う
、
世
界
山
岳
遭
難
史
上
最
大
の
、
い
わ
ゆ
る

｢

八
甲
田
山
遭
難
事
件｣

の
惨
事
と
な
り
ま
し
た
。 

土
中
生
た
ち
も
、
雪
に
降
り
込
め
ら
れ
て
い

た
ら
、
第
５
連
隊
の
兵
士
た
ち
と
同
じ
運
命
を

辿
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

こ
の
八
甲
田
山
雪
中
行
軍
遭
難
事
件
を
題
材

に
、
新
田
次
郎
は
、『
八
甲
田
山
死
の
彷
徨
』(

1971

［
昭
和
46
］
年
に
新
潮
社
よ
り
刊
行)

を
執
筆
し
ま
し
た
。

1977

年
に
は
、『
八
甲
田
山
』
の
タ
イ
ト
ル
で
映
画

化
も
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

 
  

 
 
 
 
  

 
 (

高
21

回 

松
井
泰
寿)
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