
  

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

     
 

   

 
 

 

               

石
川
重
房
先
生(

国
語 

在
職
1899

年
12
月
～
1907

年
４
月) 

 

土
浦
中
学
で
は
、

1899
［
明
治
32

］
年
９
月
に
、

国
語
科
の
大
塚
貞
三
先
生
が
浜
松
へ
転
任
さ

れ
る
と
、
し
ば
ら
く
後
任
が
決
ま
り
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
よ
う
や
く
同
年
12

月
に
石
川
先
生
が

着
任
さ
れ
ま
し
た
。
大
塚
先
生
の
後
任
を
探
し

て
い
た
本
校
が
、
白
羽
の
矢
を
立
て
、
就
任
を

懇
請
し
た
よ
う
で
す
。 

 

先
生
は
、
す
ぐ
に
生
徒
た
ち
か
ら
認
め
ら
れ

た
よ
う
で
、
『
進
修
第
２
号
』｢

雑
報｣

に
は
次

の
よ
う
な
記
事
が
並
ん
で
い
ま
す
。 

 
｢

○
石
川
先
生 

…
…
今
や
吾
人
は
こ
の
博

識
あ
る
良
教
師
を
迎
ふ
る
の
栄
を
得
た
り
、
良

教
師
と
は
誰
ぞ
、
本
県
下
笠
間
の
人
、
石
川
重

房
先
生
こ
そ
、
…
…｣ 

 
｢

○
【
明
治
32
年
度

】
第
三
学
期 

始
業
式
は

【
1900

年

】
一
月
八
日
、
講
堂
に
於
て
挙
け
【
挙

げ

】
ら
れ
ぬ
、
福
山
【
義
春

】
教
諭
は
【
明
治
32

年
12
月
に
竣
工
・
移
転
し
た
立
田
新
】
校
舎
の
新

な
る
に
乗
じ
、
学
期
の
新
な
る
に
乗
じ
、
歳
の

新
な
る
に
乗
じ
、
吾
人
の
精
神
も
、
亦
一
致
す

る
所
な
か
る
べ
か
ら
ず
、
と
述
べ
ら
れ
、
石
川

教
諭
は
例
の
快
活
な
る
弁
も
て
、
公
共
心
に
就

て
諭
さ
れ
て
、
式
は
閉
さ
れ
ぬ
、
…
…｣ 

 

ま
た
、
宮
城
学
院
女
子
大
学
教
授
菅
谷
軍
次

郎(

中
１
回)

は
、

1963

［
昭
和
38

］
年
発
行
『
同

窓
会
報
２
号
』｢

思
い
出
の
記｣

に｢

…
…
又
石

川
重
房
先
生
は
国
語
の
造
詣
深
く
、『
大
鏡
』

の
中
の
系
図
な
ど
何
も
見
な
い
で
書
く
。
…

…｣

と
記
し
、 

 

1944

［
昭
和
19

］
年
、
海
軍
主
計
中
将
で
退
役

し
、
戦
後

1965

年
に
は
歌
会
始
の
召
人
を
務
め
た

武
井
大
助(

中
３
回)

は
、

1957

［
昭
和
32

］
年
発

行
『
土
浦
一
高
進
修
新
聞
27

号
』｢

師
と
友
と｣

に｢

…
…
石
川
重
房
先
生
は
国
語
の
教
師
で
、

稀
に
見
る
学
殖
を
有
し
、
講
義
も
又
著
し
い
特

色
を
有
っ
て
い
た
。
自
分
が
古
代
文
学
に
多
少

と
も
興
味
を
も
つ
に
至
っ
た
の
は
全
く
先
生

の
賜
も
の
で
あ
る
。
そ
の
破
帽
弊
衣
も
又
人
目

を
惹
き
土
浦
一
の
名
物
で
あ
っ
た
。
…
…｣

と

綴
っ
て
い
ま
す
。 

 
 

筑
波
山
と
て
作
る
長
歌
並
短
歌 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

石
川
重
房 

 

ま
す
か
ゝ
み 

 

【
真
澄
鏡 

｢

見
る｣｢

懸
く｣｢

磨
ぐ｣｢

照
る｣｢

清
し｣｢

面

影｣｢

み｣

を
含
む
語
な
ど
に
掛
か
る
枕
詞

】 

水
戸
を
立
ち
出
て 

小
車
に 

 

【
お
ぐ
る
ま 

｢

お｣

は
語
調
を
整
え
る
接
頭
語
。
口
語

で
は｢

お｣

、
文
語
で
は｢

を｣

。
こ
こ
で
は
、
汽
車
・

客
車

】 

真
鉄
路
馳
せ
て 

 

【
真
鉄(

ま
が
ね)  

鉄
。
く
ろ
が
ね

】 

角
さ
は
ふ 

 

【
つ
の
さ
ほ
う 

｢

い
は｣

に
掛
か
る
枕
詞

】 

岩
間
に
着
き
て 

み
や
ひ
ふ
み 

 
【
雅
び
文 

｢

水
戸｣

と｢

岩
間｣

と
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に

掛
か
る
枕
詞
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、｢

柿
岡｣

の｢

か
き｣
に
掛
か
る
枕
詞
と
し
て
、
石
川
先
生
が
創

作
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
】 

か
き
【
柿

】
岡
過
き
て 

十
【
里

】
余
り 

三
つ
の
峠
も 

 

【
団
子
石
峠 

道
祖
神
峠 

風
返
峠

】 

辛
う
し
て 

 

【
か
ろ
う
じ
て 

や
っ
と
。
よ
う
や
く

】 

辿
【
た
ど

】
り
超
江
【
こ
え

】
来
て 

を
つ
く
波
の 

町
に
や
と
【
宿
】
り
て 

朝
ま
た
き 

 

【
朝
ま
だ
き 

(｢

ま
だ
き｣

は
副
詞
で
、｢

ま
だ
そ
の
時

期
に
な
っ
て
い
な
い｣

の
意) 

ま
だ
夜
の
明
け
き
ら

な
い
頃
。
明
け
方
早
く

】 

お
き
て
ゝ
【
起
き
出
て

】
見
れ
は 

雲
霧
は 

四
方
【
よ
も

】
に
立
ち
罩
【
こ

】
め 

大
海
原 

八
重
の
潮
路
に 

 
 
 
 
 

孤
【
ひ
と
り

】
立
つ 

離
れ
小
島
に 

や
【
遣

】
ら
は
れ
し 

 

【
派
遣
さ
れ
た

】 

我
身
に
も
あ
る
か 

皇
孫
の 

 

【
こ
う
そ
ん 

こ
こ
で
は
、
瓊
瓊
杵
尊(

に
に
ぎ
の
み
こ

と)

】 

あ
も
【
天
降

】
り
給
ひ
て 

槵
觸
の 

 

【
く
し
ふ
る 

槵
觸
山
は
日
本
神
話
の
天
孫
降
臨
の
行

わ
れ
た
聖
蹟
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

】 

峯
に
立
た
し
て 

頓
丘
を 

 

【
ひ
た
お
か 

ひ
た
す
ら
に
続
く
丘

】 

国
覔
ま
し
ゝ 

 

【
く
に
ま
ぎ 

住
む
の
に
適
す
る
良
い
国
土
を
探
し
て

歩
く
こ
と

】 

折
か
ら
も 

斯
く
や
ま
【
座

】
し
け
ん 

第１７０号 

号 

号 

 

号 
 筑波山とて作る長歌並短歌  

 1902［明治 35］年１月、生徒たちと真冬の筑波登山を強行し、雪
の五軒茶屋で一夜を明かした石川重房先生でしたが(本紙第 169 号で
既述)、先生は何回か筑波山に登られていたようで、1900 年９月発行

『進修第２号』には、筑波登山の折りに詠まれた｢筑波山とて作る長
歌並短歌｣が掲載されています。 
 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。 
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進修同窓会 HPにアクセス 

つくば市若森からの筑波山 

手前は、左端の多気山（城山）から平沢山に続く 

石川重房先生（「進修」８号）(円内) 
 



  

 

 
【
ま
す(

座
す
・
坐
す)｢

あ
り｣｢

ゐ
る｣

の
尊
敬
語
。
い

ら
っ
し
ゃ
る

】 

女
神
ま
す 

 

【
筑
波
女
大
神(

伊
弉
冊
尊)

女
体
山
877

ｍ
に
祀
る

】 

東
【
ひ
ん
が
し

】
の
峯 

男
神
ま
す 

 

【
筑
波
男
大
神(

伊
弉
諾
尊)
男
体
山
871

ｍ
に
祀
る

】 

西
の
高
峯
を 

か
に
か
く
に 

見
上
け
に
た
れ
は 

霧
は
沸
き 

雲
は
迷
ひ
て 

く
ら
お
か
み
【
闇
龗

】
(注) 

 
 
 

天
翔
【
あ
ま
が
け

】
る
ご
と 

身
の
毛
立
ち 

見
る
目
も
凄
く 

仙
人
の 

浮
世
の
外
も 

斯
【
か
く

】
に
や
と 

思
ひ
出
ら
れ
て 

筑
波
峯
は 

神
の
御
威
稜
の 

 

【
御
威
稜 

み
い
つ 

｢

い
つ｣

の
尊
敬
語
。
天
皇
・
神
な

ど
の
御
威
光

】 

い
ち
し
ろ
【
著

】
く 

く
す
し
き
山
そ 

 

【
く
す(

奇)

し 
 

神
秘
的
だ
。
霊
妙
だ

】 

か
し
こ
き
山
そ 

 

【
か
し
こ(

畏
・
恐)

し 

恐
れ
多
い
。
尊
い
。
】 

 

千
早
振
神
の
御
代
よ
り
女
男
【
め
お

】
の
神 

 
 

立
た
し
ま
し
け
ん
乎
筑
波
山 

 
 
 

【
千
早
振(

ち
は
や
ぶ
る)  

｢

神｣

に
掛
か
る
枕
詞

】 

                  

(注)

く
ら
お
か
み
【
闇
龗

】 

 
 
 

闇
龗(

く
ら
お
か
み
の
か
み)

。
高
龗(

た
か
お
か
み
の
か

み)

と
も
言
う
。
降
雨
・
止
雨
を
司
る
龍
神
で
あ
り
、
雲

を
呼
び
、
雨
を
降
ら
せ
、
陽
を
招
き
、
降
っ
た
雨
を
地
中

に
蓄
え
さ
せ
て
、
そ
れ
を
少
し
ず
つ
適
量
に
湧
き
出
さ
せ

る
働
き
を
司
る
神
。
古
事
記
で
は
、
伊
弉
諾
尊(

伊
邪
那

岐
命)

が
火
の
神
迦
具
土(

か
ぐ
つ
ち)

を
斬
っ
た
と
き
、
そ

の
剣
の
柄(

つ
か)

か
ら
し
た
た
る
血
が
化
し
て
生
ま
れ
た

と
さ
れ
る
。
ま
た
日
本
書
紀
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。｢

伊
奘
諾
尊
が
剣
を
抜
い
て
、
軻
遇
突
智(

か
ぐ
つ

ち 

火
の
神)

を
斬
っ
て
、
三
つ
に
絶
た
れ
た
。
そ
の
一
つ
は

雷
の
神
と
な
っ
た
。
一
つ
は
大
山
祇
神(

お
お
や
ま
つ
み)

と

な
った
。
一
つ
は
高
龗

と
な
った｣

。 

 

京
都
貴
船
神
社
の
祭
神
。 

  

こ
の
歌
は
、
先
生
が
土
浦
中
学
赴
任
前
に
水

戸
か
ら
出
向
い
た
時
に
詠
ま
れ
た
よ
う
で
す
。

中
２
回
山
口
鼎
太
郎
が
1927

［
昭
和
２
］
年
９
月

発
行
『
進
修
第
26
号
』｢

雪
の
五
軒
茶
屋
の
一

夜(

本
紙
第
169
号
に
掲
載)｣

の
中
で｢

…
…
豪

放
磊
落
【
ご
う
ほ
う
ら
い
ら
く

】
で
酒
好
き
の
石

川
重
房
先
生
は
老
体
で
は
あ
る
が
、
…
…｣

と

記
し
て
い
る
よ
う
に
、
先
生
は
す
で
に
か
な
り

御
年
を
召
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
岩
間
駅

か
ら
筑
波
町
の
宿
ま
で
、
10
里(

約
40
㎞)

の
道

程
を
歩
き
通
す
健
脚
に
は
恐
れ
入
り
ま
す
。 

 
 

 

退
職
記
念
品
贈
呈 
 
 
 

1907

［
明
治
40

］
年
４
月
に
石
川
先
生
が
退
職

さ
れ
る
と
、
土
浦
在
住
の
卒
業
生
た
ち
が
中
心

と
な
っ
て
、
感
謝
状
と
記
念
品
と
を
贈
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
記
念
品
は
銀
杯
三
ッ
組
、
清

酒
一
樽
、
肴
一
籃
【
か
ご

】
。
６
月
２
日
に
卒
業

生
代
表
２
名
が
笠
間
町
の
先
生
の
お
宅
を
訪

問
し
、
感
謝
状
と
記
念
品
と
を
届
け
ま
し
た
。

越
え
て
４
日
に
は
、
先
生
か
ら
お
礼
の
歌
が
寄

せ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

  

土
浦
中
学
校
卒
業
生
諸
君
よ
り
三
つ
組
銀
杯 

 

酒
肴
取
揃
へ
添
へ
ら
れ
け
れ
ば 

 

呉
竹
の
【｢

世｣

に
掛
か
る
枕
詞

】 

世
々
を
経
る

に
も 

物
事
は 

 

改
り
つ
ゝ 

次
々
に 

 
う
つ
ろ
ひ
行
き
て 

巧
に
も 

 
巧
み
を
重
ね 

近
き
世
は 

 

海
の
外
な
る 

千
万
【
ち
よ
ろ
ず

】
の 

 

あ
ま
た
の
国
と 

ま
【
交

】
じ
ら
ひ
を 

 

か
は
す
上
か
ら 
い
や
が
上
に 

 

開
け
も
行
き
て 
よ
そ
ほ
ひ
【
様
子 

あ
り
さ
ま

】

は 
 

め
で
た
け
れ
ど
も 

千
早
振 

 

神
な
か
ら
【
か
ん
な
が
ら 

神
の
御
心
の
ま
ま
で
人
為

を
加
え
な
い
さ
ま

】
な
る 

諸
人
の 

 

心
し
ら
ひ
【
心
配
り

】
は 

ひ
き
か
へ
て 

 

年
月
に
そ
へ 

う
す
ら
か
に 

 

な
り
行
く
め
る
を 

土
浦
と 

 

名
に
負
ひ
持
た
る 

学
び
屋
に 

 

雪
と
蛍
を 

む
つ
ひ
【
睦
び

】
つ
ゝ 

 

定
め
の
業
を 

終
へ
に
た
る 

 

瑞
【
ず
い 

め
で
た
い

】
の
若
子
の 

百
余
り 

 

十
余
り
二
人
の 

方
々
は 

 

世
の
習
は
し
に 

染
ま
ず
し
て 

 

あ
か
く
【
私
心
が
な
い

】
清
け
き 

上
つ
世
の 

な
り
の
儘
な
る 

む
ら
き
も
の
【｢

心｣

に
掛
か
る

枕
詞

】 
 

心
に
ま
せ
は 

某
【
そ
れ
が
し

】
か 

 

教
の
道
に 

た
つ
さ
は
り 

 

七
年
余 

経
に
け
る
を 

 

い
た
く
偲
は
【
し
の
ば

】
ひ 

 

銀
【
し
ろ
か
ね

】

の 
 

三
つ
の
杯 

酒
肴 

 

取
り
揃
へ
つ
ゝ 

遥
々
【
は
る
ば
る

】
と 

 

笠
間
の
庵
を 

お
と
な
ひ
て 

 

授
け
給
り
ぬ
某
か 

 

悦
【
よ
ろ
こ
び

】
は
し
も
【｢

し
も｣

は
強
意

】 
 

譬
へ
ん
に 

 

物
こ
そ 

な
け
れ 

朝
夕
に 

 

こ
の
杯
に 

旨
酒
と 

 

各
【
お
の
お
の

】
方
の 

情
と
を 

 

受
け
て 

呑
み
つ
ゝ 

千
代
も
経
な
ま
し 

  

君
方
の
情
と
酒
を
さ
か
つ
き
に 

 
 

う
け
て
呑
み
つ
ゝ
千
代
も
経
な
ま
し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

重 

房 

 
  

 
 
 
 
  

 
 
 (

高
21

回 

松
井
泰
寿)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

柿岡から望む筑波山 

風返峠から見る筑波の双峰（左・男体山、右・女体山）(左上) 


