
  

 

             第１８号 

平成２１年１１月２４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 

前号に高田保の名が見えたが、高田の活躍当時とは大きく時代が隔たった皆さんにはその名も卒業生 A と言うに等

しかったのではなかろうか。本校は創立以来今日まで様々な分野に数多くの人材を送り出してきたが、文学において、

高田保は本校最右翼の O B といってよい存在である。ちなみに『20 世紀日本人名事典』を繰ってみると、その冒頭は

次のように記されている。《高田 保 (1895～1952) 大正・昭和期の劇作家・演出家・随筆家・小説家・映画監督・俳

号羊軒 戦後の昭和 23 年 12 月から東京日日新聞に随筆『ブラリひょうたん』 を連載、ウイットとユーモアに富ん

だ社会風刺で喝采を博した。》その賛辞もさることながら、これほど多芸多才な作家も珍しい。今回は高田保につい

て、中学時代の級友下村千秋も若干からめながら、そのあらましにふれてみたい。 

「ブラリひょうたん」執筆当時の高田 保          「ブラリひょうたん」表紙 （題字・表紙原画ともに高田 保） →                    

                                                 

 

 

 

 

                                   

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
      

 
 

 
  

ブ
ラ
リ
ひ
ょ
う
た
ん 

高  

田   

保
（
中
12
回
）  

前 

編 

ト
ッ
プ
入
学
、
卒
業
は 

？
？ 

保
が
旧
土
浦
中
を
受
験
し
た
の
は
明
治
四
十
一
年
四
月
、

発
表
の
様
子
に
つ
い
て
は
下
村
千
秋
に
よ
る
当
時
の
回
想
が

残
さ
れ
て
い
る
。 

朝
日
村 (

現
阿
見
町) 
で
は
抜
群
の
成
績
な
が
ら
、
難
関
と

さ
れ
て
い
た
土
浦
中
だ
け
に
、
ま
っ
た
く
自
信
が
持
て
な
か

っ
た
千
秋
は
「
受
か
る
に
し
て
も
下
の
ほ
う
と
、
成
績
順
に

発
表
さ
れ
る
合
格
者
氏
名
を
最
後
の
ほ
う
か
ら
見
て
い
っ
た

が
、
懸
念
し
た
と
お
り
見
当
た
ら
な
い
。
念
の
た
め
最
上
位

に
目
を
や
る
と
自
分
の
名
前
が
二
番
目
に
あ
っ
た
。
驚
き
な

が
ら
一
番
は
？
と
見
る
と
そ
れ
が
高
田
保
だ
っ
た
」
と
い
う
。

農
村
の
そ
れ
も
さ
ほ
ど
豊
か
と
も
言
え
な
い
家
庭
に
育
ち
、

級
友
か
ら
「
下
村
じ
い
さ
ん
」
の
あ
だ
名
を
も
ら
う
ほ
ど
地

味
な
存
在
の
千
秋
。
一
方
は
士
族
の
出
で
、
土
浦
の
町
育
ち
、

弁
護
士
で
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
を
原
文
で
読
み
、
俳
人
で
も
あ

っ
た
と
い
う
伯
父
を
持
つ
保
は
、
才
気
煥
発
、
話
は
う
ま
く

面
白
く
、
気
が
つ
き
気
が
き
く
人
気
者
。
上
下
級
生
の
別
な

く
交
際
範
囲
も
広
か
っ
た
。
二
年
時
の
「
生
徒
監
督
簿
」（
指

導
上
の
参
考
と
し
て
生
徒
の
性
行
等
に
つ
い
て
記
録
さ
れ
た
も
の
）
に

は
「
機
敏
ニ
シ
テ
怜
悧
、
器
用
親
切
、
人
望
ハ
同
級
生
中
第

一
ナ
リ
」
と
あ
る
と
お
り
、
保
は
各
学
年
ご
と
に
級
長
を
つ

と
め
た
。
生
徒
時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
多
い
が
、
一
つ
だ
け
挙

げ
て
み
よ
う
。 

中
学
三
年
時
だ
っ
た
。
東
洋
史
の
時
間
に
先
生
が
突
然
「
今

日
は
試
験
だ
」
と
い
い
出
し
て
答
案
用
紙
を
配
り
、
黒
板
に
大

き
く
「
唐
時
代
の
内
乱
に
つ
い
記
せ
」
と
問
題
を
書
い
て
さ
っ
さ

と
教
室
か
ら
出
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
足
音
が
遠
ざ
か
る
。
す
ぐ
に

は
戻
り
そ
う
も
な
さ
そ
う
だ
と
わ
か
る
と
、誰
も
彼
も
机
の
下
か
ら

教
科
書
や
ら
ノ
ー
ト
や
ら
取
り
出
し
て
大
急
ぎ
で
書
き
取
っ
た
。保

は
そ
れ
が
で
き
な
い
ま
ま
、や
が
て
先
生
が
戻
り
答
案
は
回
収
さ
れ

た
。そ
し
て
次
の
時
間
、先
生
の
結
果
公
表
は「
み
ん
な
零
点
だ
ぞ
！

こ
ん
な
問
題
を
突
然
に
出
さ
れ
て
正
確
に
答
え
ら
れ
る
な
ん
て
、カ

ン
ニ
ン
グ
を
や
っ
た
証
拠
だ
。君
た
ち
の
根
性
を
試
す
の
に
わ
ざ
と

職
員
室
に
行
っ
て
い
た
の
だ
。教
科
書
や
ノ
ー
ト
を
見
て
書
い
た
の

は
見
な
く
と
も
わ
か
っ
と
る
。
そ
の
点
、
一
番
で
き
て
い
な
か
っ
た

答
案
の
高
田
が
一
番
立
派
だ
。
こ
れ
に
百
点
を
や
る
」
だ
っ
た
。
こ

れ
に
保
は
す
ぐ
さ
ま
抗
議
し
た
。「
あ
れ
は
あ
く
ま
で
歴
史
の
試
験

で
人
格
の
試
験
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。だ
か
ら
そ
ん
な
不
合
理
な

採
点
は
な
い
。
せ
っ
か
く
の
百
点
だ
が
返
上
す
る
」
と
申
し
出
た
の

だ
っ
た
。 

さ
て
五
年
時
に
な
る
と
監
督
簿
も
少
し
く
趣
を
異
に
し「
著
シ
ク

現
代
カ
ブ
レ
シ
タ
ル
フ
ウ
ア
リ
テ
文
士
的
生
活
ニ
憧
憬
ス
」
と
あ

り
、
未
来
の
保
の
下
地
の
形
成
が
う
か
が
え
る
。
保
も
千
秋
も
成
績

は
下
降
し
た
。当
時
は
落
第
が
あ
り
入
学
時
の
百
人
は
七
十
人
に
減

っ
て
い
た
が
、
保
は
十
五
番
に
ま
で
下
が
っ
た
。
旧
中
は
五
年
制
な

の
で
「
一
学
期
に
一
番
ず
つ
下
が
っ
た
」
と
い
う
話
に
な
っ
て
伝
わ

る
が
、
こ
れ
は
有
名
人
に
つ
き
も
の
の
伝
説
で
、
そ
う
順
序
よ
く
下

が
っ
た
わ
け
で
も
な
さ
そ
う
だ
。
低
下
の
主
因
は
「
監
督
簿
」
が
見

抜
い
て
い
た
と
お
り
、勉
学
よ
り
も
文
学
の
ほ
う
に
惹
か
れ
は
じ
め

た
こ
と
に
よ
る
。 

千
秋
も
こ
の
点
奇
し
く
も
共
通
で
、早
大
英
文
科
に
進
ん
だ
保
の

後
を
、千
秋
も
事
情
で
一
年
遅
れ
は
す
る
も
の
の
追
い
か
け
る
よ
う

に
同
じ
科
に
進
む
。 

銀
ブ
ラ
十
年
三
千
里

 

 

東
京
に
出
た
保
は
、
時
代
の
先
端
を
ゆ
く
モ
ダ
ン
ボ
ー
イ
た
る

べ
く
足
し
げ
く
銀
座
に
通
う
。
「
銀
ブ
ラ
‥
‥
」
と
い
う
半
生
を
振

り
返
っ
て
の
前
掲
の
こ
と
ば
は
彼
の
銀
座
へ
の
思
い
入
れ
が
詰
ま

っ
て
い
よ
う
。
銀
座
の
そ
こ
こ
こ
の
女
給
や
ら
、
タ
ク
シ
ー
の
運
転

手
や
街
角
の
靴
磨
き
ま
で
が
保
に
は
挨
拶
す
る
ほ
ど
銀
座
マ
ン
は

み
ん
な
友
達
だ
っ
た
。 

も
う
一
つ
の
根
拠
地
が
浅
草
劇
場
街
。当
時
の
浅
草
は
い
わ
ゆ
る

「
浅
草
オ
ペ
ラ
」
全
盛
期
。
大
震
災
前
の
浅
草
に
は
オ
ペ
ラ
や
演
劇

の
常
打
ち
館
が
軒
を
連
ね
て
、銀
座
と
は
ひ
と
味
違
う
繁
華
街

だ
っ
た
。
当
時
の
保
は
脚
色
・
演
出
に
才
を
ふ
る
い
、
白
井
喬

二
の
「
富
士
に
立
つ
影
」
の
よ
う
な
全
上
演
に
十
時
間
を
要
す

る
大
物
か
ら
一
幕
物
ま
で
、器
用
に
手
早
く
な
ん
で
も
こ
な
し

て
重
宝
が
ら
れ
て
い
た
。 

昭
和
大
恐
慌
と
ル
ン
ペ
ン
文
学 

 

何
事
に
も
保
に
後
れ
を
と
っ
て
い
た
か
に
見
え
た
千
秋
だ

っ
た
が
、文
壇
で
先
に
名
を
あ
げ
た
の
は
千
秋
の
ほ
う
で
あ
っ

た
。
大
卒
後
読
売
新
聞
社
会
部
記
者
と
な
る
が
、
ほ
ど
な
く
退

職
、
創
作
の
道
に
進
む
。
同
期
生
で
発
刊
し
た
同
人
誌
に
発
表

し
た
「
ね
ぐ
ら
」
と
い
う
作
品
が
志
賀
直
哉
の
目
に
と
ま
り
、

こ
の
縁
で
直
哉
を
終
生
の
師
と
仰
ぐ
こ
と
に
な
る
。結
婚
を
機

に
東
京
市
役
所
に
就
職
す
る
が
、大
正
十
二
年
関
東
大
震
災
後

に
退
職
、
作
家
生
活
に
入
る
。
昭
和
五
年
『
中
央
公
論
』
に
『
天

国
の
記
録
』
を
発
表
、
次
い
で
同
年
末
に
朝
日
新
聞
に
連
載
の

『
街
の
ル
ン
ペ
ン
』
が
大
評
判
と
な
り
一
躍
流
行
作
家
と
な

る
。
前
作
は
私
娼
の
悲
惨
な
生
涯
を
、
後
の
は
そ
の
日
暮
ら
し

の
失
業
浮
浪
者
の
ど
ん
底
の
生
活
を
、い
ず
れ
も
ル
ポ
ル
タ
ー

ジ
ュ
ふ
う
に
描
い
た
も
の
で
、当
時
の
暗
い
世
相
と
も
相
ま
っ

て
話
題
を
呼
び
、
特
に
『
街
の
ル
ン
ペ
ン
』
は
当
時
の
ト
ッ
プ

女
優
栗
島
す
み
子
主
演
で
映
画
に
ま
で
な
っ
た
。ル
ン
ペ
ン
は

ド
イ
ツ
語
か
ら
来
た
も
の
で「
ぼ
ろ(

襤
褸)

」の
原
義
か
ら「
失

業
者
」・「
浮
浪
者
」
の
意
に
転
じ
た
。
だ
が
使
わ
れ
だ
し
た
の

は
、
千
秋
の
こ
の
小
説
か
ら
で
、
当
時
の
流
行
語
に
も
な

り
、
そ
の
後
類
似
の
テ
ー
マ
の
作
品
が
続
々
生
ま

れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
千
秋
は
ル
ン
ペ
ン
文

学
の
先
駆
と
さ
れ
る
。 

  

旧
本
館
に
は
、
保
や
千
秋
の
様
々
な
資
料
が
展
示
さ
れ
て
い

る
。 

 


