
 

 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

     
 

                

 

 

昭
和
天
皇
行
幸
日
程 

宮
内
大
臣
一
木
喜
徳
郎
が
枢
密
院
議
長
倉

富
勇
三
郎
に
宛
て
た
文
書(

宮
発
第
653
号)

。 

十
一
月
十
四
日 

 

午
前
十
一
時
三
十
分 

御
發
輦
【
は
つ
れ
ん 

天
皇
の
車
が
出
発
す
る
こ
と
】 

 
 

同 
 

十
一
時
五
十
分 

 

上
野
驛
御
發
車 

 
 

午
後 

 

二
時 

十
分 

水
戸
驛
御
着
車  

 
 
 
 

大
本
營 

茨
城
縣
廳 

十
一
月
十
五
日 

 

演
習
御
統
裁 

十
一
月
十
六
日 

 

演
習
御
統
裁 

十
一
月
十
七
日 

 
演
習
御
統
裁 

十
一
月
十
八
日 

 

午
前 

觀
兵
式 

 
 

午
後 
賜
饌
【
し
せ
ん  

天
皇
が
文
武
百
官 

に
食
事
を
賜
る
こ
と
】 

土
浦
駅
で
の
奉
迎(
11
月
14
日) 

陸
軍
の
精
鋭
を
集
め
た
南
北
両
軍
約
４
万

の
将
兵
は
11
月
13
日
、
陸
軍
特
別
大
演
習
に

お
け
る
各
指
定
の
位
置
に
集
結
、
14
日
正
午

鈴
木
荘
六
参
謀
総
長
か
ら
両
軍
司
令
官
に
一

般
方
略
が
手
交
さ
れ
、
同
夜
８
時
か
ら
1929(
昭

和
４)

年
の
大
演
習
が
茨
城
県(

15
日
石
岡
方

面
、
16
日
水
戸
市
外
、
17
日
常
陸
太
田
方
面)

で
開
始
さ
れ
ま
し
た
。 

昭
和
天
皇
は
こ
の
大
演
習
を
統
監
す
る
た

め
、
11
月
14
日
午
前
11
時
50
分
発
の
お
召
し

列
車
【
天
皇
、
皇
后
、
皇
太
后
が
使
う
た
め
に

特
別
に
運
行
さ
れ
る
列
車
】
で
上
野
駅
を
出
発

さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
お
召
し
列
車
の
通
過
を
土

浦
中
学
生
た
ち
は
土
浦
駅
で
お
迎
え
し
ま
し

た
が
、
そ
の
様
子
を
３
年
生
の
中
村
好
治(

中

31
回)

は｢

奉
迎｣

と
題
し
て
次
の
よ
う
に
記

し
て
い
ま
す
。 

｢

吾
々
民
草
【
た
み
く
さ  

人
民
を
草
に
た
と
え

た
語
】
は
、
聖
天
子
の
行
幸
【
ぎ
ょ
う
こ
う  

天
皇

の
外
出
を
い
う
。
行
先
が
２
ヵ
所
以
上
に
わ
た

っ
て
い
る
と
き
は｢

巡
幸｣

、
帰
り
は｢

還
幸｣

と

い
う
】
を
お
迎
へ
す
る
た
め
に
、
十
一
月
十
四

日
午
後
一
時
、
土
浦
驛
頭
に
整
列
し
ま
し
た
。

時
は
刻
一
刻
と
流
れ
て
行
つ
た
。
吾
々
の
心
の

奥
深
く
鎭
ま
る
赤
誠
は
、
次
第
に
動
き
始
め
て

時
の
移
動
も
感
じ
ら
れ
ぬ
程
緊
張
し
た
。
御
召

列
車
の
御
通
過
の
時
間
早
や
五
分
前
に
迫
り

し
頃
は
、
驛
頭
唯
鎭
ま
り
返
り
、
何
と
も
言
は

れ
ぬ
感
じ
が
吾
々
の
胸
裏
に
往
來
し
、
切
な
い

程
の
神
々
し
さ
が
身
に
迫
る
を
覺
え
、
終
に
は

心
の
在
り
所
を
知
ら
な
い
程
に
感
じ
ま
し
た
。 

や
が
て
御
召
列
車
は
國
旗
を
か
ざ
し
て

靜
々
と
御
通
過
に
な
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

申
す
も
畏
れ
多
い
亊
な
が
ら
、
天
皇
陛
下
に
は
、

民
草
の
奉
迎
に
對
し
て
一
々
御
答
禮
を
遊
ば

さ
れ
ま
し
た
。 

吾
々
は
こ
の
あ
り
が
た
き
光
景
に
、
氣
も
失

は
ん
ば
か
り
に
我
を
忘
れ
こ
の
光
榮
に
浴
し

た
の
で
あ
り
ま
す
。｣

(

『
進
修
第
31
号
』
昭

和
５
年
３
月
１
日
発
行) 

土
浦
中
学
生
を
は
じ
め
、
土
浦
町
民
が
お
迎

え
し
た
お
召
し
列
車
は
午
後
２
時
10
分
水
戸

駅
に
到
着
し
、
昭
和
天
皇
は
大
本
営(

行
在
所)

で
あ
る
茨
城
県
庁
に
入
ら
れ
ま
し
た
。 

大
演
習
見
学(

11
月
15
日) 

石
岡
方
面
で
実
施
さ
れ
る
大
演
習
統
監
の

た
め
、
午
前
10
時
10
分
に
石
岡
駅
に
到
着
さ

れ
た
昭
和
天
皇
は
、
お
召
し
自
動
車
に
て
、
野

外
統
監
部
に
充
て
ら
れ
た
志
筑
五
輪
堂(

権
現

山
山
頂
東
南
端)

の
御
野
立
所
【
お
の
だ
て
し
ょ  

大
演
習
な
ど
に
際
し
野
外
に
設
け
ら
れ
た
天
皇

の
休
息
所
】
に
向
か
わ
れ
ま
し
た
。
沿
道
に
は

３
月
の
石
岡
大
火
(注)

か
ら
の
復
興
に
取
り
組

ん
で
い
た
町
民
た
ち
が
、
町
の
辻
を
始
め
、
桑

畑
の
中
と
い
わ
ず
、
収
穫
前
の
田
野
と
い
わ
ず
、

ぎ
っ
し
り
と
整
列
し
て
感
涙
に
咽
び
つ
つ
奉

迎
を
続
け
ま
し
た
。 

土
浦
中
学
で
も
こ
の
日
、
全
生
徒
が
大
演
習

見
学
の
た
め
出
掛
け
ま
し
た
が
、
高
倉
付
近
に

い
た
３
年
生
の
飯
塚
清
一(

中
31
回)

は
天
皇

一
行
の
行
列
を 

｢

十
時
頃
だ
つ
た
。
ぼ
ん
や
り
石
岡
の
方
を

眺
め
て
ゐ
る
と
、
道
路
か
ら
砂
煙
が
昇
つ
た
。

自
動
車
だ
。
み
ん
な
一
齊
に
視
線
を
そ
の
方
に

向
け
る
。
天
皇
陛
下
の
志
筑
村
五
輪
堂
の
御
野

立
所
に
行
幸
遊
ば
さ
れ
る
御
鹵
簿
【
ろ
ぼ  

行

幸
・
行
啓
の
と
き
の
行
列
】
で
あ
つ
た
。
暫
く

經
つ
て
も
ま
だ
自
動
車
は
盡
き
な
い
。【
陛
下

は
上
志
筑
か
ら
は
乗
馬
に
て
御
野
立
所
に
向
か

わ
れ
た
】 

や
が
て
御
野
立
所
に
陛
下
の
御
姿
を
拜
し

た
。
誰
か
が
旗
だ
と
い
ふ
。
見
れ
ば
そ
れ
は
錦

旗
で
あ
つ
た
。
續
い
て
黒
く
動
く
影
が
見
え
る
。

續
い
て
白
い
馬
が
二
頭
。
そ
の
先
の
馬
こ
そ
陛

下
御
召
の
御
愛
馬
『
吹
雪
』
で
あ
ら
う
と
拜
せ

ら
れ
た
。｣(

『
進
修
第
31
号
・
大
演
習
見
學
』)

と
記
し
て
い
ま
す
。 

昭
和
天
皇
は
権
現
山
の
御
野
立
所
か
ら
大

演
習
を
統
監
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
大
演
習
の

様
子
を
11
月
16
日
の
朝
日
新
聞
は
そ
の
見
出

し
で
次
の
よ
う
に
報
道
し
て
い
ま
す
。 

｢

常
總
の
野 

秋
空
晴
れ
て 

聖
上
大
演
習
を
御
統
監 

御
眼
下
に
火
ぶ
た
を
切
ら
れ
た 

兩
軍
最
初
の
遭
遇
戰｣ 

｢

兩
軍
死
力
を
盡
し
て 

石
岡
町
に
主
力
集
中 

空
に
は
飛
行
機
猛
鬪
を
開
始
し 

士
氣
揚
る
四
萬
の
兵｣ 

平成２８年７月１２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/ 
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陸軍特別大演習と土浦中学生 ２ 
茨城県で実施された陸軍の特別大演習は３回ありますが、今

回は石岡地方を中心に行われた 1929(昭和４)年の大演習を取
り上げます。土浦中学生たちは地元の学校ということもあり、
石岡付近での演習見学、土浦駅での奉送迎、水戸堀原練兵場で
の御親閲などで、生涯忘れ得ぬ感激に浸りました。昭和天皇の
行幸日程に沿って、土浦中学生たちの動向とその思いを辿って
みます。文中の【  】内は筆者による注記です。 

月刊 
（土浦一高・土浦中学とその周辺の物語） 

恋瀬川付近における歩兵の戦闘訓練 

(『写真記録茨城 20 世紀』《茨城新聞社》より) 



 

 

        
 
 
 

             

前
出
の
３
年
生
飯
塚
清
一
は
演
習
の
様
子

を
同
じ
く
『
進
修
第
31
号
・
大
演
習
見
學
』

で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。 

｢

し
ば
ら
く
し
て
空
に
は
色
の
違
つ
た
飛
行

機
が
入
り
亂
れ
戰
鬪
を
開
始
し
た
。
そ
の
後
か

ら
審
判
機
が
飛
ん
で
行
く
。
こ
れ
が
夲
當
の
戰

な
ら
今
頃
は
白
煙
に
包
ま
れ
て
落
ち
て
く
る

機
も
あ
る
だ
ら
う
な
ど
と
考
へ
て
ゐ
る
と
、
そ

こ
か
ら
も
、
向
ふ
の
方
で
も
、
後
の
方
で
も
機

關
銃
の
音
、
時
々
ど
ん
ど
ん
と
殷
々
た
る
響
、

野
砲
の
響
ら
し
い
、
盛
ん
に
轟
き
出
し
た
。
し

か
し
兵
隊
は
何
處
に
居
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。

新
聞
に
は
數
萬
の
精
兵
が
集
中
さ
れ
る
と
か

報
ぜ
ら
れ
て
ゐ
た
か
ら
、
あ
の
戀
瀬
川
を
挾
ん

で
眞
黒
に
な
る
程
現
は
れ
る
だ
ら
う
と
思
つ

て
ゐ
た
が
、
そ
ん
な
氣
振
り
は
更
に
な
か
つ
た
。 

時
に
、
彼
處
の
森
の
下
に
ゐ
た
、
あ
ゝ
そ
こ

に
も
居
つ
た
と
い
ふ
や
う
に
、
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り

と
し
か
見
え
な
か
つ
た
。
そ
れ
で
も
機
關
銃
だ

け
は
猛
烈
だ
つ
た
。
銃
口
か
ら
は
づ
ゝ
と
火
の

出
る
の
が
遠
く
か
ら
よ
く
見
え
た
。 

突
然
す
ぐ
そ
こ
の
森
の
中
か
ら
、
ド
ッ
ド
ッ

ド
ッ
ド
ッ
と
い
ふ
素
晴
ら
し
い
機
關
銃
の
音
、

近
く
の
山
に
谺
し
て
そ
の
音
の
大
き
さ
。
我
等

は
思
は
ず
耳
に
手
を
當
て
た
。
と
同
時
に
見
物

人
は
み
ん
な
音
の
方
へ
駈
け
出
し
た
。
行
く
わ

行
く
わ
。
も
と
居
つ
た
所
は
空
つ
ぽ
に
な
つ
て

し
ま
つ
た
。
ド
ッ
ド
ッ
ド
ッ
ド
ッ
。
そ
こ
で
も

こ
ゝ
で
も
。 

先
頃
ま
で
退
屈
さ
う
に
腰
か
け
て
ゐ
た

人
々
も
、
目
を
丸
く
し
て
立
つ
て
見
て
ゐ
る
。

實
戰
な
ら
ば
今
頃
は
死
人
の
山
だ
。
そ
ら
歩
兵

が
出
て
行
つ
た
。
三
人
、
五
人
、
か
、
二
三
十

人
、
こ
つ
ち
か
ら
も
、
み
ん
な
口
々
に
叫
ん
で

ゐ
る
。 

森
の
端
か
ら
續
々
と
出
て
來
る
、
そ
し
て
ど

ん
ど
ん
前
進
す
る
。
戀
瀬
川
の
土
堤
を
審
判
官

ら
し
い
人
が
數
人
歩
い
て
ゐ
る
。
前
進
々
々
後

か
ら
後
か
ら
來
る
。
ど
の
兵
隊
も
平
氣
な
顏
を

し
て
ゐ
る
。
誰
か
ゞ
言
つ
て
ゐ
た
。｢

敵
は
僚

友
撃
つ
彈
空
砲
。｣

御
野
立
所
の
側
の
山
か
ら

時
々
煙
火
の
樣
に
上
る
煙
が
あ
る
。
高
射
砲
だ

ら
う
。 

兵
隊
が
川
の
方
へ
前
進
す
る
時
に
、
そ
の
後

か
ら
一
團
の
見
物
人
が
駈
け
出
し
た
。
高
い
所

に
陛
下
が
御
覽
に
な
つ
て
居
ら
せ
ら
れ
る
の

考
へ
な
い
で
。
夲
當
に
罪
の
な
い
人
達
だ
。
川

の
所
迄
行
つ
て
巡
査
に
返
さ
れ
た
。 

勇
ま
し
い
戰
が
約
二
時
間
續
い
た
と
思
は

れ
る
、
丁
度
二
時
頃
、
休
戰
ラ
ツ
パ
が
、
あ
た

り
の
騷
々
し
い
銃
聲
、
砲
聲
の
中
に
、
や
は
ら

か
く
、
お
ご
そ
か
に
響
き
渡
つ
た
。｣ 

こ
の
大
演
習
は
、
昭
和
天
皇
即
位
の
礼
後
初

め
て
の
大
演
習
で
あ
り
、
参
加
兵
力
は
４
万
を

超
え
、
航
空
機
、
戦
車
、
高
射
砲
、
照
空
灯
、

装
甲
自
動
車
、
そ
の
他
の
新
兵
器
の
運
用
を
試

み
る
と
い
う
目
的
と
と
も
に
、
電
信
・
鉄
道
・

架
橋
・
工
兵
、
い
わ
ゆ
る
現
代
科
学
の
精
粋
を

集
め
た
初
め
て
の
大
演
習
で
し
た
。 

演
習
を
見
学
し
た
３
年
生
の
根
本
義(

中

31
回)

は
『
進
修
第
31
号
・
大
演
習
見
學
』
で

次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
学

び
、
来
た
る
べ
き
近
代
戦
の
性
格
を
き
ち
ん
と

見
据
え
て
い
ま
す
。 

｢

そ
も
そ
も
特
別
大
演
習
は
こ
れ
を
中
心
と

し
て
軍
隊
地
方
官
民
擧
つ
て
天
高
肥
馬
の
秋

の
野
に
興
國
的
氣
分
に
浸
り
演
習
地
方
一
帯

に
亙
る
興
國
運
動
と
な
る
の
だ
。 

此
の
時
又
僕
は
考
へ
た
。
近
代
戰
は
國
家
の

全
力
を
擧
げ
て
行
は
る
ゝ
國
民
戰
爭
で
あ
る
。

國
防
は
單
に
軍
隊
の
み
を
以
て
任
ず
べ
き
で

は
な
い
。
國
民
擧
つ
て
負
擔
す
べ
き
も
の
で
あ

る
。
從
つ
て
國
防
の
目
的
を
達
す
る
爲
に
は
軍

隊
も
一
般
國
民
も
共
に
平
時
か
ら
充
分
な
る

備
へ
を
有
し
て
ゐ
る
亊
が
肝
要
で
あ
る
。 

備
へ
と
は
何
か
、
即
ち
軍
隊
と
し
て
は
内
容

を
充
實
し
、
形
而
上
の
訓
練
を
周
到
に
し
て
其

の
精
鋭
を
圖
り
、
一
般
國
民
と
し
て
は
各
業
を

勵
ん
で
國
富
を
増
加
し
上
下
一
致
團
結
し
て

祖
國
日
本
の
文
明
と
傳
統
と
を
擁
護
し
、
且
之

を
發
揮
す
る
と
共
に
万
一
の
場
合
は
進
ん
で

國
難
に
趨
く
の
覺
悟
と
能
力
と
を
備
へ
る
亊

で
あ
る
。 

此
の
特
別
大
演
習
は
、
畏
く
も
大
元
帥
陛
下

が
御
統
監
遊
ば
さ
れ
て
親
し
く
三
軍
を
訓
練

し
給
ふ
と
共
に
統
帥
權
確
立
の
意
義
を
明
か

に
し
給
ふ
の
で
あ
る
。
自
分
は
此
の
名
譽
あ
る

大
演
習
を
見
學
に
來
て
大
い
に
得
る
所
が
あ

つ
た
。」 

な
お
、
15
日
午
後
４
時
頃
か
ら
南
軍
司
令

部
が
本
校
に
移
り
、
各
教
室
に
於
て
戦
況
の
分

析
と
戦
術
の
修
正
と
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
司
令

部
付
き
と
し
て
加
陽
宮
殿
下
が
校
長
室
に
御

滞
在
さ
れ
、
そ
の
会
議
に
臨
席
さ
れ
ま
し
た
。 

(注)
石
岡
大
火 

1929(

昭
和
４)

年
３
月
14
日
午
後
７
時
30
分
頃
、
中

町
の
一
角
か
ら
出
火
、
石
岡
町
市
街
の
1/4
が
焼
失
、

焼
失
戸
数
606
戸
1700
棟
を
数
え
、｢

関
東
大
震
災｣

時
を

上
回
る
災
害
と
な
っ
た
。
こ
の
大
火
に
つ
い
て
は
、

自
ら
も
被
災
者
で
あ
っ
た
今
泉
哲
太
郎
、
義
文
兄
弟

に
よ
る
詳
細
な
記
録
『
あ
ゝ
石
岡
大
火
災
』
が
著
さ

れ
て
い
る
。 

       

  

  

※
『
進
修
第
31
号
』
復
刻 

本
校
に
は
生
徒
会
機
関
誌
『
進
修
第
31
号
』

が
１
冊
し
か
な
く
、
そ
れ
も
殆
ど
の
頁
が
墨
で

塗
り
つ
ぶ
さ
れ
た
り
、
破
か
れ
て
い
て
資
料
と

し
て
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
昨
秋
、
土
浦
市
立
図
書
館
で
本
紙(

月

刊

A
ca

n
th

u
s)

第
84
号
か
ら
第
88
号
ま
で
で

紹
介
し
た
片
岡
喜
作(

中
33
回)

に
つ
い
て
、

昭
和
初
期
の｢

い
は
ら
き
新
聞｣

を
閲
覧
し
て

い
た
折
、
司
書
の
方
が
『
進
修
』
の
合
冊
を
書

庫
か
ら
持
っ
て
き
て
く
れ
、
そ
の
中
に
第
31

号
が
あ
り
ま
し
た
。
早
速
、
旧
本
館
活
用
委
員

の
飯
村
弘(

高
５
回
、
旧
職
員)

が
デ
ジ
タ
ル
カ

メ
ラ
で
撮
影
し
、
復
刻
版
を
作
製
し
ま
し
た
。 

 
 
 
 

 

(

高
21
回 

松
井
泰
寿) 

志筑村五輪堂で大演習統監

の昭和天皇(上)、水戸駅から

大本営に向かわれる天皇(右) 

(『大演習記念アルバム』《弘

文社》より) 

旧
志
筑
村
五
輪
堂
の
御
野
立
所
跡
に
建
て
ら
れ
た
「
大

元
帥
陛
下
御
統
監
聖
跡｣

の
石
碑(

石
岡
市
権
現
山 

旧
志
筑
村
五
輪
堂
の
御
野
立
所
跡
に
建
て
ら
れ
た

｢

大
元
帥
陛
下
御
統
監
聖
跡｣

の
石
碑(

現
石
岡
市
権

現
山) 


