
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

        

         

 

明
治
22
年
４
月
、
正
岡
子
規
は
一
人
の
友
人

を
伴
っ
て
、
朝
早
く
東
京
・
本
郷
を
旅
立
っ
た
。

こ
の
時
、
子
規
は
二
十
二
歳
、
水
戸
の
親
友
、

菊
池
謙
二
郎
を
訪
ね
る
の
が
こ
の
旅
の
目
的
で

あ
っ
た
。
土
浦
を
経
て
水
戸
に
至
る
鉄
道
（
後

の
常
磐
線
）
が
開
通
す
る
の
は
明
治
29
年
に
な

っ
て
か
ら
だ
か
ら
、
当
然
徒
歩
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。 

上
野
を
経
て
千
住
に
至
り
、
松
戸
ま
で
は
人

力
車
に
乗
る
。
車
を
降
り
、
江
戸
川
を
渡
っ
た

松
戸
は
現
在
の
よ
う
な
大
き
な
町
で
は
な
か
っ

た
。『
松
戸
驛
よ
り
一
里
餘
に
し
て
小
金
驛
に
至
る
。

道
中
の
一
條
ま
ち
に
て
寂
々
寥
々
と
し
て
』
と
あ
る
。

ま
た
、
今
の
柏
あ
た
り
で
昼
食
を
摂
ろ
う
と
し

た
が
、
淋
し
い
所
で
、
気
の
利
い
た
飲
食
店
も

な
い
と
嘆
い
て
い
る
。
我
孫
子
の
宿
屋
の
客
呼

込
み
を
振
り
切
っ
て
利
根
河
畔
に
到
達
。 

『
始
め
て
知
り
ぬ
、
こ
れ
坂
東
太
郎
と
あ
だ
名
を

取
り
た
る
利
根
川
と
は
。
標
柱
を
見
れ
ば
茨
城
縣
と

千
葉
縣
の
境
な
り
。
川
を
渡
れ
ば
取
手
と
て
今
迄
に

て
は
一
番
繁
華
な
る
町
な
り
。』
と
江
戸
時
代
以
来
、

渡
頭
の
宿
場
町
と
し
て
繁
栄
し
て
い
た
取
手
を

記
し
て
い
る
。 

取
手
を
後
に
し
、『
か
く
て
過
ぎ
行
く
程
に
鶯
を

聞
き
け
れ
ば
、・
・
・ 

鶯
の
聲
に
な
ま
り
は
な
か
り
け
り 

此
の
あ
た
り
は
言
語
多
少
な
ま
り
て
鼻
に
か
か
る
な

り
。
』
と
鄙
び
た
地
の
長
閑
な
春
の
旅
を
楽
し
ん

で
い
る
。 

『
ま
だ
日
は
高
け
れ
ば
牛
久
ま
で
は
行
か
ん
と
思

ひ
し
に
、
我
も
八
里
（
一
里
は
約
４
㎞
）
の
道
に

く
た
び
れ
て
藤
代
の
中
程
な
る
銚
子
屋
に
一
宿
す
。

此
驛
に
は
旅
店
二
軒
あ
る
の
み
な
り
と
い
へ
ば
其
淋

し
さ
も
思
ひ
見
る
べ
し
。』
当
時
の
藤
代
は
、
水
戸

街
道
の
宿
駅
で
は
あ
っ
た
も
の
の
人
口
五
百
人

余
り
の
寒
村
で
あ
っ
た
。 

 

翌
日
は
朝
か
ら
小
雨
が
降
っ
て
い
た
が
、『
春

雨
の
こ
と
何
程
の
事
か
あ
ら
ん
と
』
出
立
。『
野
道
を

た
ど
る
こ
と
一
里
、
い
と
大
な
る
沼
あ
り
、
牛
久
と

い
ふ
。〈
中
略
〉
沼
は
枯
れ
蘆
、
枯
れ
菰
の
た
ぐ
ひ
多

く
水
は
深
し
と
も
見
え
ず
、
一
艘
の
小
舟
の
雨
を
侵

し
て
釣
を
垂
れ
ゐ
る
は
哀
れ
に
も
寒
げ
に
、
水
鳥
は

か
し
こ
こ
ゝ
に
一
む
れ
二
む
れ
づ
つ
動
き
も
せ
ず
。』

と
今
の
牛
久
沼
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
景
観
を

綴
っ
て
い
る
。 

 

牛
久
驛
を
過
ぎ
た
頃
よ
り
雨
脚
は
強
ま
っ
た

が
、
途
中
の
茶
店
で
一
休
み
し
て
、
い
よ
い
よ

土
浦
へ
と
向
か
う
。
荒
川
沖
か
ら
土
浦
に
か
け

て
は
、
や
や
駄
洒
落
調
の
文
体
で
『
す
べ
る
道
草

ふ
み
し
め
て
、
雨
も
嵐
も
あ
ら
川
や
、
う
き
と
な
げ

き
の
中
村
を
、
さ
ま
よ
ひ
た
ま
ふ
御
有
様
、
あ
は
れ

と
い
ふ
も
お
ろ
か
な
り
、
か
ゝ
る
苦
に
あ
ひ
た
ま
ふ

と
も
い
つ
か
は
花
も
さ
く
ら
川
、
土
浦
ま
ち
へ
と
著

き
た
ま
ふ
。
』
（
太
字
化
は
筆
者
）
そ
し
て
『
土
浦
の

町
は
街
道
の
一
す
じ
道
に
は
あ
ら
ず
、
少
し
は
あ
ち

ら
へ
曲
が
り
こ
ち
ら
へ
曲
が
り
し
て
家
數
も
可
な
り

あ
り
げ
に
見
ゆ
。』
防
御
上
、
Ｔ
字
型
食
い
違
い
街

路
を
な
す
城
下
町
特
有
の
土
浦
の
街
並
み
を
し

っ
か
り
と
観
察
し
て
い
る
の
は
さ
す
が
で
あ
る
。 

 

『
丁
度
正
午
な
れ
ば
晝
げ
し
た
ゝ
む
べ
き
家
も
が 

な
と
歩
む
程
に
ふ
さ
は
し
き
處
見
あ
た
ら
ず
、・
・
・
』 

 
 

             

子
規
は
、
道
中
で
の
食
事
を
か
な
り
楽
し
み
に

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
風
光
明
媚
な
地
を
訪

ね
、
趣
の
あ
る
茶
屋
な
ど
で
名
物
料
理
を
食
し

た
い
。
そ
ん
な
子
規
の
願
望
が
、
こ
の
紀
行
文

の
随
所
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
れ
な
の
に
、 

旅
初
日
か
ら
、
ま
ず
、
昼
飯
で
苦
労
し
て
い
る
。 

我
孫
子
宿
ま
で
あ
と
二
里
も
あ
る
と
い
う
手
賀

沼
近
く
で
昼
時
を
迎
え
て
し
ま
っ
た
。
や
っ
と

見
つ
け
た
食
べ
物
屋
で
昼
食
に
あ
り
つ
い
た
が
、

店
が
む
さ
く
る
し
い
上
、
食
事
も
不
味
く
て
ろ

く
に
食
べ
ら
れ
ず
、
近
く
に
あ
っ
た
芋
屋
の
ふ

か
し
芋
で
凌
い
で
い
る
。
藤
代
の
宿
屋
の
晩
飯

も
『
む
さ
く
ろ
し
き
膳
の
さ
ま
な
が
ら
晝
飯
に
く
ら

べ
て
は
う
ま
か
り
き
。』
と
、
い
っ
て
は
い
る
も
の

の
、
決
し
て
満
足
は
し
て
い
な
い
。
そ
れ
だ
け

に
、
こ
の
街
道
随
一
の
都
市
土
浦
（
当
時
土
浦
の

人
口
は
一
万
人
余
り
、
隣
接
す
る
真
鍋
を
合
わ
せ
る

と
一
万
三
千
人
余
、
二
万
五
千
人
余
の
水
戸
に
次
ぐ

町
）
へ
の
期
待
は
大
き
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
と

こ
ろ
が
、
こ
の
土
浦
で
も
思
う
よ
う
な
食
事
処

に
有
り
付
け
な
い
で
い
る
。
あ
ち
ら
こ
ち
ら
を

捜
し
ま
わ
り
、
挙
句
の
果
て
に
は
、
怪
し
げ
な

曖
昧
屋
に
迷
い
込
み
、
慌
て
て
逃
げ
出
す
始
末
。

か
な
り
疲
れ
て
は
い
た
が
、
も
う
少
し
先
ま
で

行
っ
て
み
よ
う
と
、
車
屋
に
か
け
あ
う
が
、『
車

夫
傲
然
と
し
て
中
々
動
か
ず
、
途
方
も
な
き
高
直
な

こ
と
を
い
ひ
ち
ら
す
故
、
さ
ら
ば
こ
れ
ま
で
な
り
、』

と
、
子
規
は
苛
立
ち
を
覚
え
な
が
ら
土
浦
を
後

に
し
て
い
る
。 

 

『
余
等
が
失
望
せ
し
こ
と
は
猶
此
等
の
外
に
一
つ

あ
り
、
そ
を
如
何
に
と
い
ふ
に
地
圖
を
開
き
て
土
浦

は
霞
浦
に
臨
む
こ
と
を
知
る
故
、
土
浦
へ
行
け
ば
霞

浦
は
一
目
の
中
に
あ
り
、
飯
を
食
ふ
に
も
見
晴
ら
し

の
よ
き
家
を
選
ん
で
な
ど
思
ひ
し
は
空
想
に
て
、
來

て
み
れ
ば
霞
浦
は
ど
こ
に
も
見
え
ず
』 

子
規
は
、
想
い
描
い
て
き
た
土
浦
で
は
な
い

こ
と
に
戸
惑
い
、
落
胆
し
て
い
る
。 

『
土
浦
を
出
て
一
町
ば
か
り
行
く
と
左
側
に
絶
壁
に 

な
り
た
る
處
あ
り
て
石
級
あ
り
、
若
し
こ
ゝ
へ
登
ら 

平成２２年６月１５日 

茨城県立土浦第一高等学校 
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前号で記した佐久良東雄の歌碑のある善応寺は,一高近くの真鍋坂下に

あります。旧水戸街道沿いのこの寺は,土浦城の鬼門除けとして藩主の厚い

保護を受けてきた名刹です。また,街道を挟んだ西側の台地突端には愛宕神

社の森が望めます。ここはかつて,桜の名所であり,霞ヶ浦を一望できる総

宜園という景勝地でした。水戸街道を旅した俳人正岡子規もここを訪れ,春

雨に烟る霞ヶ浦を詠んだ句を「水戸紀行」に残しています。今号では,一高

脇を通るかつての水戸街道に着目し，本校が誕生する少し前の土浦及びそ

の周辺の様子を,子規の「水戸紀行」をなぞりながら紹介します。  

旧水戸街道宿場町の面影を残す現在の土浦・中城通り 

近年，電線を埋設するなど，歴史の小径として 

整備された。 

 

子規の句碑のある愛宕山の公園

址からの眺望。（今ではビル群の

林立で霞ケ浦はよく見えない） 



 

 

                

ば
霞
浦
の
見
ゆ
る
も
知
れ
ず
と
石
鐙
數
十
級
を
上
れ

ば
、
數
百
坪
も
あ
る
べ
き
廣
き
平
地
に
て
處
々
に
茶

屋
と
で
も
い
ふ
べ
き
家
あ
り
、
總
宜
園
と
い
ふ
額
を

か
ゝ
げ
ぬ
。
思
ふ
に
土
浦
の
公
園
な
ら
ん
。
こ
の
断

崖
に
立
ち
て
南
の
方
を
見
れ
ば
果
し
て
廣
き
湖
あ
り
。

向
ひ
の
岸
な
ど
は
雨
に
て
見
え
ず
、
さ
れ
ど
霞
浦
と

は
問
は
で
も
知
ら
れ
た
り
。』 

霞
み
な
が
ら
春
雨
ふ
る
や
湖
の
上 

 

 

相
変
わ
ら
ず
小
雨
模
様
の
天
候
で
は
あ
っ
た

が
、
子
規
の
気
分
は
や
っ
と
晴
れ
た
よ
う
だ
。 

 

こ
の
眺
め
の
よ
い
高
台
の
公
園
は
、
戦
前
に

国
道
建
設
工
事
で
削
ら
れ
、
現
在
は
愛
宕
神
社

境
内
の
一
部
が
残
る
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
に
、

か
つ
て
子
規
の
句
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
た
が
、

平
成
に
入
っ
た
こ
ろ
、
何
者
か
に
持
ち
去
ら
れ

て
し
ま
い
、
句
碑
を
紹
介
し
た
案
内
板
の
み
が

雑
草
の
中
に
あ
っ
た
。 

平
成
21
年
秋
、
何
と
か
近
代
俳
句
の
祖
、
子

規
の
霞
ヶ
浦
を
詠
ん
だ
句
と
そ
の
足
跡
を
こ
の

所
縁
の
地
に
残
し
て
お
き
た
い
と
願
う
地
元
の

有
志
や
子
規
句
碑
建
立
の
会
に
よ
っ
て
、
土
浦

の
街
並
み
の
先
に
湖
を
展
望
で
き
る
真
延
寺
境

内
（
愛
宕
神
社
の
隣
）
に
新
た
な
句
碑
が
再
建

さ
れ
た
。
土
浦
一
高
の
目
と
鼻
の
先
に
あ
る
場

所
で
あ
る
。
一
度
は
訪
れ
て
み
た
い
。 

『
水
戸
紀
行
』
に
戻
ろ
う
。 

『
こ
こ
を
下
り
て
ま
た
い
も
を
求
め
北
に
向
て
去

り
ぬ
。
筑
波
へ
行
く
道
は
左
へ
曲
れ
と
石
の
た
ち
た

る
を
見
過
し
て
筑
波
へ
は
行
か
ず
、
草
臥
な
が
ら
も

中
貫
、
稲
吉
を
經
て
感
心
に
も
石
岡
迄
辿
り
つ
き
萬

屋
に
宿
を
定
む
。』 

い
も
探
し
の
謎
は
さ
て
お
き
、
古
い
家
並
み

が
続
く
真
鍋
の
坂
を
登
り
き
る
と
、
水
戸
街
道

か
ら
筑
波
道
へ
の
分
岐
点
に
至
る
。
現
在
の
本

校
旧
正
門
前
（
勿
論
、
本
校
は
ま
だ
存
在
し
て

お
ら
ず
、
従
っ
て
正
門
も
有
ろ
う
筈
が
な
い
）

で
あ
り
、
正
門
の
反
対
側
の
辻
に
、
道
標
が
立

っ
て
い
た
。「
左
き
よ
た
き
つ
く
ば
、
右
ふ
ち
う
水

戸
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
き
よ
た
き
と
は
、
坂
東

二
十
六
番
札
所
の
清
滝
観
音
で
、
ふ
ち
う
と
は

石
岡
の
こ
と
で
あ
る
。
享
保
十
七
年
（1

7
3
2

）

に
建
て
ら
れ
た
と
い
う
か
ら
土
浦
で
は
最
も
古

い
道
標
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

       

こ
の
石
の
道
し
る
べ
も
戦
前
の
道
路
工
事
の

際
に
撤
去
さ
れ
て
し
ま
い
、
今
は
な
い
。（
現
在
、

こ
の
道
標
は
土
浦
市
立
博
物
館
の
前
庭
に
移
設
さ
れ

て
い
る
） 

子
規
は
こ
の
道
標
で
水
戸
へ
の
道
を
確
か
め
、

殆
ど
人
家
の
な
い
畑
地
の
広
が
る
真
鍋
台
の
松

並
木
路
を
北
上
し
た
。
こ
の
十
数
年
後
、
本
校

は
こ
の
地
に
産
声
を
あ
げ
、
こ
の
松
木
立
と
共

に
時
を
経
て
き
た
。
卒
業
生
の
多
く
は
、
校
舎

に
寄
り
添
っ
て
聳
え
立
つ
松
の
風
景
を
、
母
校

の
思
い
出
の
中
に
描
い
て
い
る
。
中
26
回
の
東

郷
正
延
氏
（
元
東
京
外
国
語
大
教
授
）
は
「
旧

制
土
浦
中
学
の
お
も
い
で
」（
進
修
百
年
）
の
な

か
で
『
私
が
寮
生
活
を
送
っ
て
い
た
頃
の
陸
前
浜
街

道
（
水
戸
街
道
が
こ
う
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
明
治
５
年
以
降
で
、
こ
れ
は
水
戸
街
道
、
岩
城
相

馬
街
道
を
総
称
し
た
も
の
）
は
、
両
側
に
巨
大
な
松

の
並
木
が
は
る
か
赤
池
と
い
わ
れ
る
方
へ
続
い
て
い

て
、「
昼
な
お
暗
し
」
と
い
っ
て
も
そ
れ
ほ
ど
オ
ー
バ

ー
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
冬
に
な
り
、
コ
ガ
ラ
シ

が
吹
く
よ
う
に
な
る
と
、
ゴ
ー
・
ゴ
ー
と
い
う
怒
濤

の
押
し
寄
せ
る
よ
う
な
音
を
か
な
で
た
。
寮
生
活
を

想
い
出
す
た
び
に
、
あ
の
松
風
の
う
た
が
な
つ
か
し

く
心
に
よ
み
が
え
っ
て
く
る
。』
と
述
懐
し
て
い
る
。

昭
和
30
年
代
中
ご
ろ
ま
で
、
こ
の
松
並
木
は
旧

水
戸
街
道
の
風
情
を
保
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
も

国
道
拡
幅
工
事
で
伐
採
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
本

校
か
ら
北
へ
１
㎞
ほ
ど
の
赤
池
か
ら
板
谷
に
か

け
て
、
国
道
整
備
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
旧
道
が

あ
る
。
こ
こ
に
辛
う
じ
て
松
並
木
が
生
き
延
び

て
い
る
。
日
本
橋
か
ら
19
番
目
（
20
番
目
と
い

う
説
も
あ
る
）
の
一
里
塚
も
松
並
木
と
と
も
に

市
指
定
史
跡
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
。 

            

『
五
日
朝
褥
の
中
に
て
眼
を
開
け
ば
窓
あ
か
ら
み

て
日
影
う
ら
ゝ
か
に
う
つ
れ
り
。
昨
日
に
は
う
つ
て

變
り
し
日
和
な
れ
ば
旅
心
地
い
は
ん
か
た
な
く
う
れ

し
。
』
と
好
天
の
な
か
、
子
規
ら
は
、
目
的
地
水

戸
へ
と
向
っ
た
。『
筑
波
山
は
昨
日
の
け
し
き
に
引

き
か
へ
て
い
と
さ
や
か
に
見
ら
れ
け
る
。
昨
日
よ
り

絶
え
ず
筑
波
を
左
に
な
が
め
な
が
ら
行
く
に
、
共
に

山
も
行
く
心
地
し
て
離
れ
さ
う
に
な
し
。 

 

二
日
路
は
筑
波
に
そ
ふ
て
日
ぞ
長
き 

あ
る
は
雲
に
か
く
れ
あ
る
は
雲
の
あ
は
ひ
よ
り
男

體
女
體
の
ジ
ャ
ン
ギ
リ
頭
と
嶋
田
髷
見
ゆ
る
處
な
ど

異
な
り
。』 

                

常
州
路
の
単
調
な
旅
に
筑
波
山
の
存
在
は
き

わ
め
て
大
き
い
。
道
中
の
ど
こ
か
ら
で
も
見
え

る
独
立
峰
は
、
距
離
と
方
角
の
目
安
と
な
り
、

歩
く
程
に
変
化
す
る
美
し
い
山
容
は
旅
人
の
旅

情
を
誘
い
、
疲
れ
を
癒
し
た
。 

こ
う
し
て
子
規
た
ち
は
こ
の
日
の
う
ち
に
水

戸
に
た
ど
り
着
い
た
が
、
こ
の
水
戸
も
、
子
規

を
十
分
満
足
さ
せ
て
い
な
い
。
そ
の
あ
た
り
の

状
況
に
つ
い
て
は
原
文
に
譲
り
た
い
。 

子
規
は
、
後
に
、
こ
の
水
戸
へ
の
旅
を
振
り

返
っ
て
「
水
戸
紀
行
は
失
望
と
落
膽
と
を
以
て
満
ち

…
」
と
述
べ
て
い
る
。
何
と
も
気
の
毒
な
こ
と
で

あ
っ
た
。
古
い
話
と
は
い
え
、
茨
城
県
人
と
し

て
誠
に
申
し
訳
な
く
思
う
次
第
で
あ
る
。 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

土浦と真鍋の境界，新川より真鍋宿を望む（大正期ごろ） 

「スケッチで綴るふるさと土浦」（佐賀進・中２７回）より 

旧街道の面影を残す松並木 

（土浦市若松町付近） 

布施弁天図（赤松宗旦「利根川図志」より） 
我孫子宿近く，弁天の森の彼方に白帄浮かぶ利根川や

筑波山が描かれている。 

 


