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筑
波
登
山
【
1911
［
明
治
44
］
年
３
月
発
行
『
進
修
第
14

号
』
所
収

】 
 

 
 
 
 
 

三
年 

高
田 

保
【
中
12

回
】 

五 

 

先
づ
男
体
山
へ
登
る
。
雲
た
ゞ
漠
々
【
ば
く

ば
く 

果
て
し
の
な
い
さ
ま
】
。
離
れ
小
島
に
と
り

残
さ
れ
た
感
が
す
る
。
新
ロ
ビ
ン
ソ
ン
ク
ル
ー

ソ
ー
は
、
山
の
上
で
実
現
せ
ら
れ
た
の
だ
。
観

測
所
(注 1)

に
は
若
い
人
が
居
た
。 

 

女
体
に
向
ふ
。 

 

山
の
上
の
秋
は
早
か
つ
た
。
す
で
に
黄
ば
み

果
て
た
山
毛
欅
【
ブ
ナ
】
の
林
も
雲
霧
の
中
に

美
し
く
、
そ
の
下
生
ひ
茂
つ
た
熊
笹
の
中
に
は
、

咲
き
後
れ
た
女
郎
花
【
オ
ミ
ナ
エ
シ
】
が
風
情

あ
り
げ
に
立
つ
て
居
る
。 

 

し
ば
ら
く
平
ら
な
道
を
行
く
と
、
や
が
て
爪

先
上
り
と
な
る
の
だ
。
道
は
思
つ
た
よ
り
は
遠

か
つ
た
。
も
う
頂
上
か
と
頭
を
擡
げ
る
【
も
た

げ
る
】
と
、
女
体
の
絶
巓
【
ぜ
っ
て
ん 

山
の
絶

頂
。
い
た
だ
き
】
、
は
ま
だ
向
ふ
の
方
に
聳
え
て

る
の
で
あ
つ
た
。 

 

男
体
に
比
す
る
と
、
女
体
の
頂
上
は
は
る
か

に
神
怪
【
し
ん
か
い 

あ
や
し
い
こ
と
。
不
思
議
な

こ
と
】
を
極
め
た
も
の
で
あ
つ
た
。 

 

幾
万
層
と
な
く
重
な
つ
た
雲
は
、
浅
い
小
さ

な
谷
ま
で
も
、
幾
千
仞
【｢

仞(

じ
ん) ｣

は
、
両
手

を
広
げ
た
長
さ( ｢

尋(

ひ
ろ) ｣

)

。
高
さ
・
深
さ
を
測
る

単
位
】
の
深
谷
の
や
う
に
思
は
せ
た
。
四
望
【
し

ぼ
う 

四
方
の
眺
望
】
た
ゞ
雲
の
外
眼
に
入
る
も

の
と
て
は
無
い
。
杖
を
つ
き
立
て
ゝ
、
屹
と
【
き

っ
と 

状
態
や
表
情
に
ゆ
る
み
の
な
い
さ
ま
。
き
り

っ
と
】
巌
壁
の
巓
に
立
つ
て
嘯
い
【
う
そ
ぶ
い
】

た
時
、
方
に
【
ま
さ
に
】
海
抜
万
尺
の
高
岳
に

あ
る
の
思
が
し
た
。 

 

脚
を
遶
り
【
め
ぐ
り
】
肩
を
掠
め
【
か
す
め
】

て
雲
が
飛
ぶ
。
駢
び
【
な
ら
び
】
立
つ
た
友
と

の
間
を
も
縷
々
【
る
る 

細
く
絶
え
ず
続
く
さ
ま
】

と
し
て
過
ぎ
て
行
く
。
む
く

〱
と
む
か
ぶ
し

【
向
伏
し 

向
こ
う
の
方
に
遠
く
低
く
伏
し
た
よ
う

に
見
え
る
さ
ま
】
上
る
白
雲
は
、
風
に
送
ら
れ

て
あ
は
や
我
等
を
も
捲
き
こ
め
て
、
天
つ
御
空

【
み
そ
ら 

空
の
美
称
】
の
国
に
将
【
ひ
き
い
】

て
行
く
か
と
疑
は
れ
る
。 

 

海
の
中
か
、
地
の
底
か
、
天
の
一
隅
か
。
混

沌
た
る
開
闢
【
か
い
び
ゃ
く 

天
地
の
開
け
は
じ

め
。
世
界
の
は
じ
め
。｢

闢｣

も
、
ひ
ら
く
】
以
前
の

世
の
さ
ま
か
。
巌
頭
に
嶷
立
【
ぎ
ょ
く
り
つ 

ひ

と
き
わ
高
く
聳
え
立
つ
こ
と
】
し
て
、
静
か
に
こ

の
雄
大
極
ま
る
漠
々
の
偉
観
絶
観
に
対
し
た

心
こ
そ
、
於
戯
【
あ
あ 

感
嘆
の
こ
と
ば
】
こ
れ

真
に
無
我
の
真
境
で
あ
つ
た
。｢

弁
ぜ
ん
と
欲

し
て
す
で
に
言
を
忘
る｣

(注 2)

陶
淵
明
は
千
年
も

前
に
、
我
等
の
刹
那
の
心
情
を
い
ふ
た
。
実
際
、

何
と
い
つ
て
宜
い
か
判
ら
な
か
つ
た
。 

 

好
画
図
【
こ
う
が
と 

好
画
題
】
！
け
れ
ど
も

神
に
非
ず
し
て
誰
か
こ
れ
を
描
く
べ
き
霊
管

【
れ
い
か
ん 

｢

管｣

は
、
筆
】
を
有
つ
【
も
っ
】

て
居
や
う
ぞ
。
絵
ぢ
や
無
い
。
矢
張
、
大
自
然

だ
。
芸
術
を
超
脱
し
た
絶
対
的
の
力
を
有
す
る

景
色
だ
。
人
間
の
智
慧
や
、
細
工
や
、
理
窟
や
、

是
等
の
何
を
以
て
し
て
も
、
冷
や
か
き
【
ひ
や

や
か
き
】
科
学
の
力
で
は
、
此
の
中
に
包
ま
れ

た
神
秘
の
扉
を
開
く
こ
と
が
出
来
な
い
だ
ら

う
。
況
ん
や
。
恋
を
歌
ひ
人
生
の
倦
怠
を
い
ふ

所
謂
文
士
に
於
て
を
や
だ
。 

 

二
十
有
余
人
、
恍
【
こ
う 

我
を
忘
れ
て
い
る

さ
ま 

恍
惚
】
と
し
て
一
語
な
し
。
這
境
【
こ

の
き
ょ
う
】
斯
時
【
こ
の
と
き
】、
嗚
呼
、
誰
か

こ
の
大
自
然
と
黙
契
【
も
っ
け
い 

無
言
の
う
ち

に
互
い
の
意
思
が
一
致
す
る
こ
と
】
す
る
も
の
ぞ
。 

 

大
声
、
山
神
の
霊
に
告
げ
て
此
処
を
去
る
。

こ
れ
か
ら
愈
下
り
坂
だ
。 

 

此
の
道
に
は
岩
が
多
い
。
向
ふ
に
屹
立
し
て

大
巌
石
と
、
こ
ち
ら
の
岩
と
の
間
を
、
盛
ん
に

雲
が
飛
ぶ
、
！
下
か
ら
上
へ
―─

紫
雲
石
(注 3)

を

過
ぎ
、
出
船
入
船
(注 3)

を
見
た
我
等
は
、
横
面
大

黒
【
裏
面
大
黒
】
(注 3)

に
至
つ
た
。
打
見
る
所
、
大

き
な
図
う
体
を
以
て
、
雨
風
に
さ
ら
し
て
居
る

と
こ
ろ
に
は
、
福
の
神
も
宿
り
さ
う
に
も
無
し
。

面
壁
九
年
の
野
狐
禅
の
や
う
だ
。
(注 4) 

 

石
の
多
い
の
と
滑
る
の
と
で
草
鞋
が
切
れ

る
。 

 

高
天
原
(注 3)

へ
は
北
先
生
が
真
先
に
上
ら
れ

た
。
外
套
を
脱
い
で
一
同
も
続
い
て
登
る
。
ヅ

ボ
ン
を
穿
い
た
だ
け
で
、
上
体
は
素
つ
ぱ
だ
か

に
な
つ
て
攀
ぢ
【
よ
じ
】
上
つ
た
の
は
田
口
君

だ
つ
た
。
平
常
さ
へ
も
痛
快
な
此
の
高
天
原
は
、

雨
と
風
と
雲
と
に
よ
つ
て
更
に
痛
快
を
増
し

た
。
北
先
生
は
千
尋
の
底
へ
と
突
き
出
し
た
岩

廻
り
を
や
ら
れ
や
う
と
し
た
が
、
一
同
し
て
引

留
め
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
頂
き
の
て
つ
ぺ
ん

で
逆
立
ち
を
や
つ
て
退
け
ら
れ
た
。
い
つ
も
乍

ら
先
生
の
豪
胆
に
は
恐
れ
入
る
。 

 

裏
の
方
か
ら
下
り
る
。
手
も
滑
る
。
足
も
す

べ
る
。
危
い
と
こ
ろ
だ
。
先
に
下
り
る
友
が
、

巌
の
間
に
猿
を
見
た
と
い
ふ
。 

 

弁
慶
七
戻
り
(注 3)

を
過
ぎ
る
と
、
も
う
何
も
見

る
も
の
は
な
い
。
僕
は
一
人
先
に
駈
け
下
り
た
。 

     
  

       

(注 1)

観
測
所 

 

ド
イ
ツ
で
気
象
学
を
学
ん
だ
皇
族
の
山
階
宮
菊
麿
王
が
、

1902

［
明
治
35

］
年
に
筑
波
山
の
男
体
山
頂
に
「
山
階
宮
筑
波

山
測
候
所
」を
開
設
し
、
日
本
初
の
山
岳
測
候
所
と
な
った
。

1908

年
、
山
階
宮
の
死
去
に
よ
り
、
翌
年
、
国
に
寄
贈
さ
れ｢

中

第１７４号 

号 

号 

 

号 

 筑波登山 ３ 
 暴風雨の中、五軒茶屋で一夜を明かした土中生一行は、男体、女体の山頂
を目指します。山頂は雲の海。その絶景に 20 余名は、｢恍として一語なし｣。

その景に名残を惜しみながらも下山。筑波山神社近く東山の宿屋塚田屋で朝
食を済ませ、真鍋台の校舎へと帰路を急ぎました。 

 引用文中の旧字体は新字体に改めました。 

なお、【   】は筆者による注記で、筑波山登山ルートを進修同窓会Ｈ
Ｐの『月刊 Acanthus』第 174号３頁に掲載しています。 

また、高田保については、本紙第 18 号と第 20 号とに既述しています。 

（土浦一高・旧土浦中学とその周辺の物語） 
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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 

高天原 北先生が逆立ちをさ
れた巨岩で、その上には天照大

神を祀る稲村神社がある（下） 

横
面
大
黒
（
裏
面

大
黒
）
大
き
な
袋
を
背

負
っ
た
大
黒
様
の
後
ろ

姿
の
よ
う
に
見
え
る

（
上
） 

 

男体山山頂の測
候所と筑波山神社
男体山本殿（上） 

測候所正門入口
（右） 



  

 

央
気
象
台
附
属
筑
波
山
測
候
所｣

と
な
り
、
1928

［昭
和
３
］年

に
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
の
建
物
に
改
築
さ
れ
た
。
以

後
、
100

年
以
上
に
わ
た
り
、
我
が
国
山
岳
気
象
観
測
の
拠
点

と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
き
た
が
、
ア
メ
ダ
ス(

地
域
気
象
観

測
シ
ス
テ
ム)
観
測
地
点
の
統
廃
合
に
よ
り
、
2001

［
平
成
13

］

年
に
閉
鎖
さ
れ
、
2006

年
、
筑
波
大
学
が
観
測
を
継
承
し
た
。 

 

現
在
は｢

筑
波
山
神
社
・筑
波
大
学
計
算
科
学
研
究
セ
ン

タ
ー
共
同
気
象
観
測
所｣
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
所
在

地:

茨
城
県
つ
く
ば
市
筑
波
１
番
地
。 

 

(注 2)｢

弁
ぜ
ん
と
欲
し
て
す
で
に
言
を
忘
る｣ 

 

陶
淵
明 

連
作
五
言
詩｢

飲
酒｣

其
五 

結
廬
在
人
境 

(

い
お
り
を
む
す
ん
で 

じ
ん
き
ょ
う
に
あ
り) 

而
無
車
馬
喧 

(

し
か
れ
ど
も
な
し 

し
ゃ
ば
の
か
し
ま
し
き) 

問
君
何
能
爾 

(

き
み
に
と
う 

な
ん
ぞ
よ
く
し
か
る
や
と) 

心
遠
地
自
偏 

(

こ
こ
ろ
と
お
け
れ
ば 

ち
お
の
ず
か
ら
へ
ん
な
り) 

采
菊
東
籬
下 

(

き
く
を
と
る 

と
う
り
の
も
と) 

悠
然
見
南
山 

(

ゆ
う
ぜ
ん
と
し
て 

な
ん
ざ
ん
を
み
る) 

山
気
日
夕
佳 

(

さ
ん
き 

に
っせ
き
に
よ
く) 

飛
鳥
相
与
還 

(

ひ
ち
ょ
う 

あ
い
と
も
に
か
え
る) 

此
中
有
真
意 

(

こ
の
う
ち
に 

し
ん
い
あ
り) 

欲
弁
已
忘
言 

(

べ
ん
ぜ
ん
と
ほ
っし
て 

す
で
に
げ
ん
を
わ
す
る) 

 

(注 3)

紫
雲
石
・
出
船
入
船
・
横
面
大
黒
・
高
天
原
・
弁
慶
七
戻
り   

 

つ
つ
じ
ｹ
丘
か
ら
女
体
山
頂
へ
の
登
山
道
に
点
在
す
る
巨

石
に
付
け
ら
れ
た
名
称 

 

(注 4)

打
見
る
所
、
…
…
面
壁
九
年(

め
ん
ぺ
き
く
ね
ん)

の
野
狐

禅(

や
こ
ぜ
ん)

の
や
う
だ
。 

高
田
は
、
横
面
大
黒
を
、
そ
の
名
は
、
福
徳
や
財
宝
を
与

え
る
神
で
あ
る
大
黒
天
な
の
に
、｢

福
の
神
も
宿
り
さ
う
に
も

無
し｣

と
貶
し
、
そ
の
後
ろ
姿
は
、
岩
窟
内
の
壁
に
向
か
っ
て

９
年
間
も
修
行
を
続
け
た
達
磨
大
師
に
似
て
い
る
が
、
そ
の

実
、
ま
だ
悟
って
も
い
な
い
の
に
、
悟
った
つ
も
り
に
な
って
う
ぬ

ぼ
れ
て
い
る
似
非(

え
せ)

禅
僧
の
よ
う
だ
、
と
皮
肉
って
い
る
。 

 

六 

 

十
時
に
近
い
頃
、
一
同
は
塚
田
屋
と
い
ふ
宿

屋
の
二
階
に
寛
い
【
く
つ
ろ
い
】
だ
。
皆
、
ま

だ
朝
飯
前
だ
。
食
膳
の
仕
度
の
出
来
る
ま
で
、

愉
快
に
騒
い
だ
。
腕
相
撲
臑
【
す
ね
】
相
撲
枕

引
、
ぢ
や
ん
け
ん
、
指
名
点
呼
。
疲
労
の
色
を

泛
べ
【
う
か
べ
】
て
居
る
も
の
は
一
人
も
な
い
。 

 

十
一
時
。
二
た
間
押
し
通
し
の
広
座
敷
に
、

ず
ら
り
居
流
れ
【
い
な
が
れ 

身
分
の
順
序
に
長

く
並
ん
で
座
る
。
居
並
ぶ
。
列
座
す
る
】
て
朝
飯
を

食
ふ
。
空
腹
に
は
、
硬
い
酢
章
魚
【
す
だ
こ 

酢

蛸
】
も
甘
露
の
や
う
だ
つ
た
。 

               

こ
ゝ
の
二
階
は
す
て
き
に
展
望
の
利
く
と

こ
ろ
だ
つ
た
、
丁
度
、
此
の
と
き
か
ら
雲
が
収

つ
て
、
日
の
光
が
射
し
た
。
麓
の
方
に
は
、
白

い
雲
に
大
き
な
破
れ
目
が
出
来
て
、
黄
色
い
水

田
が
現
は
れ
た
。
築
山
位
な
所
々
の
丘
山
も
見

え
る
。
元
気
の
い
ゝ
一
行
は
、
再
び
登
山
し
て
、

霽
色
一
新
【
せ
い
し
ょ
く
い
っ
し
ん 

｢

霽｣

は
、

雨
・
雪
が
や
む
。
雲
・
霧
が
な
く
な
る
。
雨
上
が
り
。

雨
が
上
が
っ
て
、
景
色
が
全
く
新
し
く
な
る
こ
と
】

の
眺
め
を
恣
に
し
や
う
と
威
気
張
つ
た
が
、
時

間
が
許
さ
ぬ
の
で
、
口
惜
し
が
つ
て
居
た
。 

 

二
階
か
ら
見
下
し
た
筑
波
の
町
は
柿
の
木

が
多
か
つ
た
。｢

一
つ
喰
ひ
た
し｣

(注 5)

。
と
い
ふ

言
葉
が
一
行
の
間
に
流
行
つ
た
。 

 

雨
に
濡
れ
た
脚
絆
を
つ
け
て
、
塚
田
屋
を
出

た
の
が
十
一
時
半
ば
過
ぎ
。 

 

(注 5)｢

一
つ
喰
ひ
た
し｣ 

 

正
岡
子
規
の
俳
句｢

柿
く
へ
ば
鐘
が
鳴
る
な
り
法
隆
寺｣

か

ら
の
連
想
か
。
生
涯
に
20

万
を
超
え
る
句
を
詠
ん
だ
子
規
の

作
品
の
う
ち
、
最
も
有
名
な
も
の
で
あ
り
、
芭
蕉
の｢

古
池
や

蛙
飛
び
こ
む
水
の
音｣

と
並
ん
で
、
俳
句
の
“代
名
詞
”と
し
て

知
ら
れ
て
い
る
。
初
出
は
『
海
南
新
聞
』1895
［
明
治
28

］
年
11

月
８
日
号
。 

  

七 
  

コ
ス
モ
ス
の
花
の
多
い
小
田
の
駅
（注 6）

は
長

か
つ
た
。 
 

疲
れ
た
足
を
引
き
ず
つ
て
、
【
真
鍋
】
八
坂

神
社
の
森
陰
に
、
吾
が
校
舎
の
高
い
塔
を
見
た

と
き
に
は
、
も
う
こ
つ
ち
の
物
だ
と
い
ふ
安
心

を
し
な
い
訳
に
は
行
か
な
か
つ
た
。 

 

振
り
返
る
と
、
筑
波
の
紫
は
、
僕
等
を
見
送

り
な
が
ら
、
高
く
蒼
穹
を
摩
し
て
聳
え
て
居
る
。 

 

（注 6）

小
田
の
駅 

  ｢

駅｣

は
、
宿
駅
の
意
。
交
通
の
要
地
に
あ
って
、
人
馬
継
立

(

つ
ぎ
た
て)

や
宿
泊
を
主
な
業
務
と
し
た
交
通
集
落
。
宿
場
。 

 

旧
筑
波
郡
小
田
村
は
、
1889

［明
治
22

］年
４
月
１
日
、
町
村

制
の
施
行
に
伴
い
、
小
田
村
・北
太
田
村
・小
和
田
村
・山
口

村
・
平
沢
村
・
下
大
島
村
・
大
形
村
が
合
併
し
て
発
足
し

た
。 

 

小
田
村
の
あ
っ
た
筑
波
山
南
麓
の
地
に
は
、
奈
良
時
代
か

ら
平
安
時
代
に
掛
け
て
は
、｢

平
沢｣

に
常
陸
国
筑
波
郡
の

郡
衙
が
置
か
れ(

現
在
、
そ
の
一
部
が｢

平
沢
官
衙
遺
跡｣

と
し
て
、
国

の
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る)

、
鎌
倉
時
代
か
ら
戦
国
時
代
に
掛

け
て
は
、
常
陸
国
南
部
で
最
大
の
勢
力
を
誇
っ
た
小
田
氏
が
、

居
城(

城
趾
は
国
史
跡
。｢

小
田
城
趾
公
園｣

と
し
て
整
備
が
進
ん
で
い

る)

を
構
え
て
い
た
。
南
北
朝
時
代
に
な
る
と
、
小
田
城
は
南

朝
方
の
関
東
に
お
け
る
拠
点
と
な
った
。 

南
朝
方
の
重
鎮
の
一
人
で
あ
っ
た
北
畠
親
房
は
、
海
路
、

奥
州
へ
向
か
う
途
中
遭
難
し
た
が
、
常
陸
国
東
条
荘(

現
稲

敷
市)

に
漂
着
し
、
神
宮
寺
城
・
阿
波
崎
城(

い
ず
れ
も
、
現

稲
敷
市)

を
経
て
小
田
治
久
に
迎
え
ら
れ
小
田
城
に
入
っ
た
。

1338

［暦
応
元
］年
の
こ
と
で
あ
り
、
以
後
、
1340

年
ま
で
、
小
田
城

に
あ
っ
て
、
東
国
に
お
け
る
南
朝
方
の
中
心
と
し
て
奮
闘
し

た
。
そ
の
間
、
天
皇
家
に
よ
る
治
世
の
正
当
性
を
う
た
っ
た

『
神
皇
正
統
記
』
と
、
朝
廷
政
治
の
根
幹
に
関
わ
る
官
職
制

度
の
沿
革
を
述
べ
た
『職
原
抄
』と
を
著
し
た
。 

江
戸
時
代
に
は
土
浦
藩
領
と
な
り
、
石
門
心
学
が
普
及

し
た
。
1793

［
寛
政
５
］
年
に
、
江
戸
圭
明
舎
の
北
条
玄
養
が
、

土
浦
城
下
と
小
田
村
で
教
え
を
説
き
、
翌
年
に
は
心
学
講

舎｢

尽
心
舎｣

が
成
立
し
た
。
こ
の
小
田
村
に
1781

［天
明
元
］年

に
生
ま
れ
た
長
島
尉
信(

や
す
の
ぶ)

は
、
講
舎
の
運
営
に
も
尽

力
し
た
が
、
農
政
学
者
と
し
て
、
『お
だ
ま
き
』『不
算
得
失
』

『
田
法
大
意
』
『邑
正
便
覧
』な
ど
を
著
し
、
水
戸
藩
や
土
浦

藩
の
招
き
を
受
け
、
検
地
・測
量
に
大
き
な
貢
献
を
し
た
。 

 

1908

［
明
治
41

］
年
に
は
、
小
泉
眷
に
よ
って
、｢

小
田
国
民
学

校｣

と
い
う
私
立
学
校
が
設
立
さ
れ
た
。
小
泉
は
、
1874

［
明
治

７
］
年
、
小
田
村
に
生
ま
れ
、
東
京
専
門
学
校(

現
早
稲
田
大

学)

に
学
ん
だ
後
、
1899

［
明
治
32

］
年
か
ら
土
浦
中
学
校
で
教

鞭
を
執
って
い
た
が
、
1906

年
に
、
県
が
財
政
逼
迫
に
よ
る
教
員

整
理
を
行
お
う
と
し
た
時
に
、
自
ら
進
ん
で
退
職
し
た
。 

退
職
後
、
小
泉
は
、
郷
里
の
小
田
村
に
お
い
て
、
自
分
の

教
育
理
念
に
基
づ
く
中
等
教
育
を
実
践
し
よ
う
と
し
て
、

｢

小
田
国
民
学
校｣

の
設
立
準
備
を
始
め
、
1908

年
に
開
校
式
を

挙
行
し
た
。
石
川
重
房
先
生
が
学
校
長
に
就
任
し
、
小
泉

は
主
幹
と
い
う
立
場
で
学
校
経
営
に
当
た
る
一
方
、
自
ら
も

教
鞭
を
執
っ
た
。
３
年
間
の
う
ち
に
当
時
の
県
立
中
学
校
と

同
じ
教
科
を
教
え
、
さ
ら
に
簿
記
や
農
業
関
係
の
科
目
を

も
教
え
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
た
め
、
生
徒
数
は
、
小
田
村
を

中
心
に
し
て
、
田
土
部
・栗
原
・藤
沢
・山
の
荘
な
ど
10

㎞
く

ら
い
の
範
囲
か
ら
、
多
い
時
で
300

～
400

名
に
及
ん
だ
と
い
う
。

し
か
し
、
公
的
な
資
格
が
取
得
で
き
な
い
た
め
、
生
徒
数
が

漸
減
し
、
1913

［大
正
２
］年
に
は
閉
校
の
止
む
な
き
に
至
った
。 

 

小
泉
は
、
小
田
国
民
学
校
閉
校
後
、
1914

年
に
小
田
村
長
に

就
任
し
、
1942

［
昭
和
17

］
年
ま
で
在
職
し
た
。
大
正
か
ら
昭

和
に
掛
け
て
の｢

小
田
尋
常
高
等
小
学
校｣

で
も
、
特
色
あ

る
教
育
が
実
践
さ
れ
て
い
く
が
、
教
員
の
努
力
と
と
も
に
、

小
泉
村
長
の
手
腕
に
負
う
と
こ
ろ
も
大
き
か
った
。 

 

八 以
上
は
僕
等
の
筑
波
行
の
概
略
だ
。
た
ゞ
、

廻
ら
ぬ
筆
の
、
楽
し
く
も
亦
豪
壮
だ
つ
た
其
の

時
の
状
の
、
百
分
の
一
を
も
写
し
得
ぬ
の
を
憾

み
【
う
ら
み
】
と
す
る
。 

 

五
軒
茶
屋
に
寝
た
晩
は
実
際
愉
快
だ
つ
た
。

僕
等
大
に
浩
然
の
気
を
養
ふ
べ
き
必
要
あ
る

も
の
は
、
時
に
こ
ん
な
事
を
企
て
る
の
は
最
も

宜
い
こ
と
ゝ
思
ふ
。 

 

僕
等
は
遂
に
成
功
し
た
の
だ
。
此
の
拙
い
文

【
文
章
】
の
中
か
ら
で
も
こ
の
一
行
の
意
気
と

い
ふ
も
の
を
汲
ん
で
貰
へ
れ
ば
大
に
本
望
だ
。 

 
(

北
条
の
尋
常
小
学
校
と
、
提
灯
の
稲
葉
君

と
、
依
雲
亭
の
主
と
の
親
切
を
感
謝
し
て
置
く

【
筆
を
擱
く
】。)

 
 
 
 
 
  

 (

高
21

回 

松
井
泰
寿) 

塚田屋跡からの眺望  空気が澄んだ

日には富士山や東京スカイツリーも望める 
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