
 

 

案
内
受
く
土
浦
一
高
の
本
館
の 

父
の
設
計
の
モ
ダ
ー
ン
さ
に
触
る 

 

玄
関
の
屋
根
に
並
べ
る
尖
塔
と 

ア
ー
チ
の
入
り
口
に
独
創
性
見
ゆ 

 

重
文
の
指
定
受
け
た
る
学
校
の 

本
館
遺
れ
ど
父
す
で
に
逝
く 

 

資
料
室
の
棟
札
に
遺
る
父
の
名
の 

前
に
立
ち
停
ま
り
暫
し
額
ず
く 

 
 

建
築
の
技
存
分
に
発
揮
し
て 

本
望
な
ら
ん
死
し
た
る
父
は 

 

重
文
に
指
定
さ
れ
た
る
父
上
の 

建
て
た
る
本
館
わ
れ
は
見
飽
か
ず 

 
 

父
の
霊
眠
り
安
ら
か
ら
ん 

建
築
の
技
認
め
ら
れ
重
文
と
な
り
て 

 
 

帝
大
の
建
築
学
科
を
父
上
は 

主
席
で
卒
業
さ
れ
し
と
聞
き
ぬ 

 
 

両
親
の
写
真
初
め
て
眺
め
つ
つ 

語
り
か
け
お
り
父
と
母
と
に 

 

勝
れ
た
る
建
築
技
師
の
名
に 

恥
ず
る
こ
と
な
く
わ
れ
生
き
抜
か
ん 

  

  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

      
 

   

              

駒
杵
勤
治
氏
の
お
嬢
様
が
ご
来
校 

そ
れ
は
確
か
、
「
創
立
百
周
年
事
業
」
が
ス

タ
ー
ト
し
た
平
成
５
年
４
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

一
人
の
女
性
が
本
校
を
訪
ね
て
来
ら
れ
た
。
そ

の
人
の
名
は
「
駒
杵
幸
子
」
さ
ん
。
駒
杵
勤
治

の
ご
令
嬢
（
養
女
）
に
当
た
る
方
で
、
当
時
81
歳

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
と
思
う
（
駒
杵
は
茨
城

県
に
奉
職
中
の
27
歳
の
時
に
吉
村
み
は
る
様
と

結
婚
。
子
宝
に
は
恵
ま
れ
な
か
っ
た
）
。
ご
長

男
の
奥
様
で
あ
る
川
越
順
子
さ
ん
に
付
き
添
わ

れ
、
遠
路
遥
々
、
広
島
か
ら
の
来
浦
で
あ
っ
た
。 

お
二
人
を
本
校
ま
で
案
内
し
て
く
だ
さ
っ
た

の
は
奥
村
好
太
郎
氏
（
高
６
回
卒
）。
奥
村
氏
は
、

四
季
折
々
に
万
華
鏡
の
ご
と
く
千
姿
万
態
を
み

せ
る
旧
本
館
の
た
ま
ら
な
い
魅
力
に
突
き
動
か

さ
れ
、
６
年
も
の
歳
月
の
間
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
を

切
り
続
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
翌
年
に

は
、
写
真
家
大
久
保
滋
氏
（
高
８
回
卒
）
と
と

も
に
、
旧
本
館
の
写
真
集
『
気
韻
生
動
』
を
自

費
出
版
（
平
成
６
年
３
月
）
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

こ
の
と
き
は
、
出
版
に
向
け
て
駒
杵
勤
治
に
関

す
る
調
査
研
究
も
精
力
的
に
進
め
ら
れ
、
そ
の

中
で
広
島
県
在
住
の
幸
子
様
に
た
ど
り
着
か
れ
、

ご
来
校
に
際
し
て
も
労
を
と
ら
れ
て
い
た
の
だ
。 

幸
子
様
は
、
う
ら
ら
か
な
春
の
陽
光
に
映
え
、

若
き
父
の
熱
誠
が
脈
打
つ
旧
本
館
を
、
玄
関
前

で
も
館
内
で
も
、
納
得
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
、

幾
度
も
首
を
縦
に
ふ
り
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
と
ご

覧
に
な
ら
れ
た
。
そ
し
て
す
べ
て
を
脳
裏
に
焼

き
付
け
よ
う
と
、
細
部
に
ま
で
視
線
を
走
ら
せ

て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
た
。
ま
た
時
々
立
ち

止
ま
っ
て
じ
っ
と
見
遣
る
姿
は
、
胸
中
に
い
る

父
に
語
り
か
け
て
い
る
時
間
の
よ
う
に
も
見
え

た
。
特
に
「
大
棟
梁
駒
杵
勤
治
」
の
棟
札
を
前

に
す
る
と
、
食
い
入
る
よ
う
に
見
つ
め
ら
れ
、

身
を
か
が
め
て
ま
で
文
字
の
一
つ
一
つ
を
追
わ

れ
て
い
た
の
は
、
私
ど
も
に
と
っ
て
も
、
大
変

印
象
に
残
る
一
コ
マ
で
あ
っ
た
。 

 
 

           

   

こ
の
日
、
取
材
に
訪
れ
た
新
聞
社
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
に
対
し
て
は
、 

「
義
父
の
建
物
を
見
る
の
が
長
年
の
夢
で
し
た
。 

こ
れ
で
親
孝
行
が
で
き
ま
し
た
」 

と
、
率
直
に
喜
び
を
語
ら
れ
た
。 

駒
杵
勤
治
夫
妻
の
写
真
が
載
せ
ら
れ
た
資
料

に
、
感
想
を
求
め
ら
れ
、 

「
ど
ん
な
人
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
、
本
当
に 

う
れ
し
い
。
来
た
甲
斐
が
あ
り
ま
し
た
」 

と
、
喜
色
満
面
の
笑
み
を
浮
か
べ
ら
れ
た
の
だ

っ
た
。
ま
た
、
同
行
の
順
子
様
は
、 

「
祖
父
が
偉
大
な
設
計
技
師
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か 

り
、
子
ど
も
に
も
伝
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」 

と
、
祖
父
の
偉
業
を
実
感
さ
れ
、
興
奮
ぎ
み
に

話
さ
れ
て
い
た
の
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。 

こ
う
し
た
こ
と
が
つ
い
昨
日
の
よ
う
に
思
い

返
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
、
お
二
人
と
は
ま
っ
た

く
の
音
信
不
通
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ

れ
ま
た
世
の
常
で
あ
り
、
や
む
を
得
な
い
こ
と

な
の
だ
ろ
う
。 

と
こ
ろ
で
駒
杵
幸
子
様
は
、
建
築
家
の
真
価

を
発
揮
し
た
父
の
面
目
躍
如
と
な
る
旧
本
館
を

直
接
目
に
さ
れ
、
詠
ん
だ
歌
10
首
を
『
気
韻
生

動
』
に
寄
稿
さ
れ
た
。
在
り
し
日
の
父
の
姿
を

た
ぐ
り
寄
せ
つ
つ
、
娘
と
し
て
の
真
情
を
ス
ト

レ
ー
ト
に
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
心
を

揺
さ
ぶ
る
も
の
で
、
そ
の
全
て
を
紹
介
し
た
い
。 

 
 

                            

← 
夕陽に映える玄関口。大震災以前で，
柱は台座中央部に（『気韻生動』より） 

平成２３年９月６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 

第３８号 

…光陰矢のごとし。旧本館が竣工して 107 年。それを設計した駒杵勤治が

逝って 92 年。そして教室として使われなくなって 31 年。駒杵の縁者も少な

くなってきた。建築に込められた先哲の崇高なる志を，あるいは若き命を躍ら

せ，自らの“心の拠り所”とする私たちの強い想いを，いかに次世代に伝えて

いけばよいのであろうか。私どもに課せられた大きなテーマと言える。これを

心にしめて，この貴重な文化財をめぐる余話は今号で一応の区切りとしたい。 

大震災により， 
台座からはみ 
出た玄関の柱 
（2011.８撮影） 

  ↓ 

旧本館をご覧になった駒杵幸子さん（１９９３・４） 



 

 

奥
村
・
大
久
保
両
氏
の
母
校
愛 

こ
こ
で
、
奥
村
・
大
久
保
両
氏
の
ご
厚
意
に

つ
い
て
も
一
言
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
お
二
人
は
、

本
校
百
周
年
事
業
の
際
に
「
何
か
の
役
に
立
て

て
ほ
し
い
」
と
上
梓
さ
れ
た
写
真
集
『
気
韻
生

動
』
三
百
部
を
本
校
に
寄
贈
し
て
く
だ
さ
っ
た
。

母
校
愛
に
燃
え
る
両
氏
は
、
多
大
な
自
己
犠
牲

を
歯
牙
に
も
か
け
ず
、
旧
本
館
写
真
集
づ
く
り

に
勇
往
邁
進
さ
れ
、
出
版
に
ま
で
漕
ぎ
つ
け
ら

れ
た
の
だ
っ
た
。
奥
村
氏
は
、
撮
影
ノ
ー
ト
に

「
…
学
校
の
許
可
は
営
利
を
目
的
と
し
な
い
条

件
…
。
20
回
近
く
取
材
し
た
が
、
季
節
に
よ
る

変
化
は
素
晴
ら
し
く
、
そ
の
折
々
に
見
せ
る
顔

は
い
つ
見
て
も
飽
き
さ
せ
な
い
魅
力
を
も
っ
て

い
た
。
…
ど
う
し
て
も
入
れ
た
い
カ
ッ
ト
が
…

雪
景
と
夜
景
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ

こ
か
ら
は
、
母
校
に
寄
せ
る
両
氏
の
底
知
れ
な

い
「
誇
り
」｢

期
待｣

｢

愛
着
心｣

｢

強
い
絆｣

が
く

み
取
れ
る
と
と
も
に
、
す
ぐ
れ
た
美
的
感
性
や

芸
術
的
達
人
技
を
も
っ
て
苦
心
惨
憺
・
創
意
工

夫
を
重
ね
つ
つ
奮
闘
す
る
様
子
が
彷
彿
さ
せ
ら

れ
る
の
だ
。
両
氏
の
熱
い
至
情
の
姿
勢
に
は
、

た
だ
た
だ
敬
服
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。 

両
氏
の
お
志
を
確
か
に
受
け
止
め
た
私
ど
も

は
、
周
辺
の
方
に
同
写
真
集
の
購
入
を
懸
命
に

呼
び
か
け
た
。
す
る
と
ま
た
た
く
間
に
三
百
部

は
完
売
さ
れ
、
百
万
円
も
の
浄
財
に
形
を
変
え

た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
両
氏
か
ら
寄
付
さ
れ
た

も
の
と
し
、
「
百
周
年
基
金
」
に
組
み
入
れ
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
『
気
韻
生
動
』
に
あ

る
写
真
を
、
本
校
百
周
年
記
念
誌
『
進
修
百
年
』

の
グ
ラ
ビ
ア
「
春
・
夏
・
秋
・
冬
」
に
拝
借
し

た
い
旨
を
ご
依
頼
申
し
上
げ
る
と
、
一
も
二
も

な
く
ご
快
諾
を
賜
っ
た
。
さ
ら
に
は
そ
の
原
版

ま
で
頂
戴
す
る
ご
温
情
に
も
浴
し
た
の
だ
。
両

氏
に
は
感
謝
す
る
こ
と
し
き
り
な
の
で
あ
る
。 

『
気
韻
生
動
』
に
あ
る
両
氏
の
渾
身
作
を
本
号

に
一
部
掲
載
し
、
そ
の
景
観
美
の
精
華
を
心
に

刻
む
こ
と
で
改
め
て
御
礼
の
意
を
表
し
た
い
。 

                                  

           

勤
治
の
孫
駒
杵
健
治
氏
か
ら
の
お
手
紙 

閑
話
休
題
。
駒
杵
幸
子
様
の
甥
に
当
た
り
、

草
加
市
在
住
の
駒
杵
健
治
氏
（
幸
子
氏
夫
妻
同

様
、
健
治
氏
の
ご
両
親
も
駒
杵
の
養
子
で
あ
っ

た
）
か
ら
も
、
平
成
14
年
３
月
に
お
手
紙
を
い

た
だ
い
た
。
そ
の
主
要
部
分
を
抜
粋
す
れ
ば
、 

 

「 

…
私
は
駒
杵
健
治
と
申
し
ま
す
。
…
貴
校
旧 

茨
城
県
立
土
浦
中
学
校
の
洋
風
建
築
を
建
築
し 

た
と
言
わ
れ
る
、
駒
杵
勤
治
の
孫
に
当
た
り
ま 

す
。
平
成
６
年
、
奥
村
好
太
郎
氏
が
…
刊
行
さ 

れ
ま
し
た
際
、
私
の
所
を
尋
ね
ら
れ
、
勤
治
の 

写
真
を
お
貸
し
し
た
事
も
ご
ざ
い
ま
し
た
。
… 

駒
杵
幸
子
を
広
島
か
ら
呼
ん
で
、
貴
校
を
見
せ 

て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
私
は
同
行
す
る
機
会 

を
無
く
し
今
日
に
至
っ
て
居
ま
す
。 

 
 

…
来
る
３
月
22
日
（
金
）
に
、
私
共
夫
婦
と 

娘
の
３
人
で
お
訪
ね
し
…
室
内
及
び
展
示
室
を 

拝
見
し
た
い
の
で
す
が
… 

 
 

祖
父
勤
治
は
、
大
正
８
年
２
月
27
日
福
岡
で 

亡
く
な
り
ま
し
た
が
、
亡
く
な
る
12
日
前
の
15 

日
に
私
が
生
ま
れ
、
喜
ん
だ
祖
父
が
私
に
健
治 

の
名
前
を
付
け
た
と
父
か
ら
聞
い
て
居
ま
す
。 

祖
父
に
は
子
供
が
な
く
、
私
の
父
と
母
を
養
子 

養
女
と
し
、
更
に
駒
杵
幸
子
の
主
人
駒
杵
常
作 

を
養
子
に
し
た
と
聞
い
て
居
ま
す
。
… 

 
 

私
の
子
供
に
、
祖
父
の
残
し
た
重
要
文
化
財 

の
建
築
物
を
見
せ
て
お
く
の
は
、
私
の
責
任
で 

も
あ
る
と
思
い
、
今
回
の
土
浦
行
を
…
」 

と
あ
り
、
本
校
に
訪
問
し
た
い
旨
が
述
べ
ら
れ

て
い
た
。
た
だ
、
実
際
に
来
ら
れ
た
の
か
ど
う

か
は
、
今
日
に
至
る
も
確
認
で
き
て
い
な
い
。 

ち
な
み
に
『
気
韻
生
動
』
に
は
、
勤
治
の
身

内
と
し
て
は
養
女
幸
子
さ
ん
、
孫
（
別
養
嗣
の

長
男
）
健
治
氏
、
甥
の
駒
杵
成
一
氏
ら
が
ご
存

命
と
の
記
述
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
17
年
前

の
こ
と
。
現
時
点
で
は
、
勤
治
の
縁
者
に
関
し

て
は
、
詳
細
は
不
明
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。 

旧
本
館
に
お
け
る
喫
緊
の
課
題 

聖
堂
等
の
建
築
を
通
し
て
蓄
積
さ
れ
て
き
た

厳
粛
な
空
間
と
光
量
の
最
大
限
を
追
求
し
た
ゴ

シ
ッ
ク
風
建
築
。
そ
の
技
術
の
粋
を
尽
く
し
た

旧
本
館
。
天
を
指
す
尖
塔
、
多
彩
な
ア
カ
ン
サ

ス
意
匠
、
手
す
き
ガ
ラ
ス
の
大
窓
、
高
い
天
井

と
高
床
の
室
内
。
ど
れ
も
こ
れ
も
が
目
を
見
張

る
匠
の
技
。
築
後
107
年
を
経
た
国
重
文
で
あ
る

と
と
も
に
、
同
窓
生
に
と
っ
て
は
青
春
の
聖
な

る
記
念
塔
に
も
な
っ
て
い
る
。
今
秋
に
は
こ
こ

で
結
婚
式
を
挙
げ
る
卒
業
生
も
い
る
と
聞
く
。 

旧
本
館
は
、
一
部
教
室
が
部
活
動
に
活
用
さ
れ

て
い
る
が
、
30
年
以
上
に
わ
た
り
通
常
授
業
に

は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

従
前
か
ら
の
雨
漏
り
な
ど
に
加
え
、
先
の
大
震

災
の
影
響
（
小
紙
34
号
で
詳
述
）
も
あ
っ
て
、

損
傷
は
建
物
全
体
に
拡
が
っ
て
い
る
。
今
後
は
、

解
体
修
理
を
含
め
、
保
存
の
方
法
を
真
剣
に
検

討
す
る
こ
と
が
喫
緊
の
重
要
課
題
で
あ
る
の
は

論
を
待
た
な
い
。
そ
れ
は
、
単
に
貴
重
な
文
化

財
を
保
存
す
る
意
味
合
い
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
大

棟
梁
駒
杵
勤
治
」
の
志
を
後
世
に
継
承
さ
せ
て

い
く
こ
と
に
も
通
ず
る
。
こ
れ
が
今
の
私
共
に

課
せ
ら
れ
た
使
命
で
は
な
い
か
と
思
う
。
（
完
） 

旧本館の夜景（『気韻生動』より） 
 

旧本館の冬（雪景）（『気韻生動』より） 旧本館の夏（『気韻生動』より） 
 

旧本館の春（『気韻生動』より） 
 


