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■
北ほ

う

条
じ
ょ
う

大
池
と
筑
波
山

　

日
本
の
道
百
選
に
も
選
ば
れ
て
い

る
「
つ
く
ば
道
」
旧
登
山
道
の
入
り

口
。
水
郷
・
筑
波
国
定
公
園
に
指
定

さ
れ
て
い
る
筑
波
山
（
８
８
７
㍍
）

を
間
近
に
臨
む
北
条
大
池
は
、
春
に

な
る
と
土
手
沿
い
が
桜
の
道
と
な

り
、
水
面
に
映
し
出
さ
れ

る
桜
も
格
別
で
す
。

　

ま
た
、
奈
良
・
平
安
時

代
の
役
所
跡
と
し
て
国
指

定
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い

る
平ひ

ら

沢さ
わ

官か
ん

衛が

遺
跡
も
隣
接

し
て
い
ま
す
。

■
藤ふ

じ

沢さ
わ

休
憩
所 

〜 

虫む
し

掛か
け

休
憩
所

　

虫
掛
休
憩
所
に
向
か
う
こ
の
区
間

は
、
ま
っ
す
ぐ
な
道
が
続
き
ま
す
。

　

周
辺
の
見
所
と
し
て
は
、
藤
沢
休

憩
所
か
ら
北
に
向
か
え
ば
「
小
野
小

町
の
里
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
ち
ら
に

り
ん
り
ん
ロ
ー
ド
は
観み

所
ど
こ
ろ

満
載

　

つ
く
ば
り
ん
り
ん
ロ
ー
ド
は
、
豊

か
な
自
然
と
歴
史
に
恵
ま
れ
た
筑
波

山
の
麓
に
整
備
さ
れ
た
、
桜
川
市
と

土
浦
市
を
結
ぶ
全
体
延
長
40 .

１
㎞

の
大
規
模
自
転
車
道
で
す
。

　

先
月
号
の
桜
川
市
内
ロ
ー
ド
沿
線

の
見
所
紹
介
に
続
い
て
、
今
月
号
で

は
つ
く
ば
・
土
浦
市
内
の
見
所
を
ご

紹
介
い
た
し
ま
す
。

は
資
料
館
や
農
産
物
直
売
所
も
あ

り
、
館
内
の
「
小
町
庵
」
で
は
、
打

ち
立
て
の
そ
ば
が
食
べ
ら
れ
、
事
前

に
予
約
を
す
れ
ば
そ
ば
打
ち
体
験
も

で
き
ま
す
。

■
虫
掛
休
憩
所 

〜 
土
浦

　

土
浦
へ
向
か
う
こ
の
区
間
は
、
の

ど
か
な
田
園
風
景
が
広
が

り
、
周
辺
に
は
レ
ン
コ
ン

生
産
量
日
本
一
の
蓮
田
が

広
が
り
ま
す
。

　

り
ん
り
ん
ロ
ー
ド
か
ら

土
浦
市
街
へ
足
を
伸
ば
せ

ば
「
ま
ち
か
ど
蔵
」
や
「
博

物
館
」
な
ど
が
あ
り
、
土

浦
の
歴
史
や
古
く
か
ら
の

街
並
み
に
も
触
れ
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
区
間
に
は
、
交
通
量
の
多
い

道
路
と
交
差
す
る
箇
所
が
数
多
く
あ

り
ま
す
の
で
、
通
行
す
る
際
は
十
分

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

二
宮
尊
徳
ゆ
か
り
の
地 

青
木
堰

に
吉よ

し

野の

白し
ろ

山や
ま

桜ざ
く
ら

を
復
活
し
、
青
木
地

区
の
歴
史
を
後
世
に
伝
え
よ
う
と
、

同
地
区
の
皆
さ
ん
が
桜
植
樹
実
行
委

員
会
（
廣ひ

ろ

澤さ
わ

光こ
う

一い
ち

郎ろ
う

委
員
長
）
を
設

置
。
青
木
堰
付
近
に
同
木
を
植
樹
し

併
せ
て
記
念
碑
を
建
立
し
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
末
期 

天
保
４
（
１
８

３
４
）
年
、
二
宮
尊
徳
は
荒
廃
し
て

い
た
同
地
区
の
農
村
復
興
事
業
を
手

が
け
、
青
木
堰
を
建
設
。
そ
の
証
と

し
て
、
堰
付
近
に
奈
良
県
吉
野
山
の

桜
を
植
え
ま
し
た
。
以
後
、
こ
の
桜

は
「
青
木
堰
の
桜
」
と
し
て
地
区
の

花
見
の
場
、
近
隣
小
学
校
の
遠
足
の

場
と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た

が
、
昭
和
30
年
代
の
堰
の
改
修
事
業

筑波山を臨む北条大池は春になる
と土手沿いが桜の道となります。

岩瀬休憩所

雨引休憩所

真壁休憩所

筑波休憩所 藤沢休憩所

虫掛休憩所

桜川市

土浦市

つくば市

で
伐
採
、
除
去
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
。

　

先
祖
代
々
伝
わ
る
尊
徳
直
筆
の
手

紙
の
解
読
を
郷
土
史
家
の
舘た

て

野の

義よ
し

久ひ
さ

さ
ん
に
依
頼
し
た
こ
と
で
、
桜
の
由

来
を
知
っ
た
廣
澤
光
一
郎
さ
ん
は
、

地
区
の
歴
史
を
後
世
に
伝
え
る
た
め

に
吉
野
白
山
桜
を
復
活
さ
せ
よ
う
と

地
区
に
呼
び
か
け
実
行
委
員
会
が
発

足
し
、
１
４
４
人
の
皆
さ
ん
が
協
賛

し
ま
し
た
。
植
樹
さ
れ
た
17
本
は
、

母
種
樹
か
ら
の
実み

生し
ょ
う

の
吉
野
白
山
桜

を
青
木
の
地
に
再
現
し
た
い
と
い
う

地
区
の
熱
意
に
よ
り
、
奈
良
県
吉
野

山
の
史
跡
・
名
勝
な
ど
の
保
存
活
動

を
し
て
い
る
（
財
）
吉よ

し

野の

山や
ま

保ほ

勝
し
ょ
う

会か
い

か
ら
特
別
に
提
供
さ
れ
た
も
の
で
す
。

式
典
で
地
元
小
学
生
と
吉
野
白
山
桜
の
植
樹

を
す
る
中
田
市
長（
写
真
左
か
ら
２
人
目
）
と

桜
植
樹
実
行
委
員
会
委
員
長
の
廣
澤
光
一
郎

さ
ん
（
写
真
右
か
ら
２
人
目
）

青
木
堰
の
由
来
と
尊
徳
の
教
え
「
報
徳
不
忘
」

を
記
し
た
記
念
碑
の
除
幕
式
が
行
わ
れ
、
青

木
地
区
に
吉
野
白
山
桜
が
再
現
さ
れ
た
こ
と

を
祝
い
ま
し
た
。

二
宮
尊
徳
ゆ
か
り
の
地

　
　
　
　
　
青
木
堰
に
吉
野
桜
再
び

二
宮
尊
徳
ゆ
か
り
の
地
　

青
木
堰
に
吉
野
桜
再
び

に
の
み
や

そ
ん

と
く

に
の
み
や

そ
ん

と
く

せ
き

よ
し

ざ
く
ら

の

せ
き

よ
し

ざ
く
ら

の


