
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

          

              

旧
本
館
で
の
授
業
が
な
く
な
っ
て
32
年 

麗
ら
か
な
春
の
陽
光
に
映
え
わ
た
る
、
見
事

な
桜
と
シ
ッ
ク
な
旧
本
館
の
調
和
の
美
。
実
に

風
雅
で
、
心
が
癒
さ
れ
る
。
こ
の
情
景
に
魅
せ

ら
れ
て
か
、
旧
本
館
周
辺
で
は
、
ど
こ
か
ら
と

も
な
く
現
れ
、
ぎ
ご
ち
な
さ
を
漂
わ
せ
な
が
ら

散
策
す
る
在
校
生
が
目
に
つ
く
。
そ
の
ほ
と
ん

ど
が
新
入
生
で
、
少
し
経
つ
と
、
彼
ら
が
視
線

を
定
め
、
見
遣
る
の
は
や
は
り
旧
本
館
校
舎
。 

旧
本
館
は
昭
和
51
年
２
月
３
日
に
国
の
重

要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
そ
の
後
し
ば
ら
く

の
間
は
、
教
室
と
し
て
普
段
の
授
業
で
使
用
さ

れ
て
い
た
が
、
昭
和
55
年
４
月
30
日
を
も
っ

て
、
竣
工
な
っ
た
永
久
校
舎
（
現
在
の
本
館
校

舎
）
に
完
全
移
転
し
、
通
常
授
業
で
は
使
わ
れ

な
く
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
後
も
、
生
徒
会

活
動
や
「
一
高
祭
」
な
ど
で
部
分
的
に
は
活
用

は
さ
れ
て
き
た
が
、
通
常
授
業
の
教
室
か
ら
は
、

や
や
離
れ
て
い
る
場
所
に
位
置
し
、
一
般
生
徒

に
と
っ
て
は
、
遠
い
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

現
在
は
、
文
化
財
保
存
の
観
点
も
加
味
さ
れ

て
定
め
ら
れ
た
「
使
用
心
得
」
の
も
と
、
在
校

生
で
は
、
吹
奏
楽
部
と
弦
楽
部
が
ふ
だ
ん
の
活

動
の
場
と
し
て
使
用
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。 

使
用
に
際
し
て
は
、
本
建
造
物
が
国
の
重
要
文 

化
財
で
あ
る
こ
と
に
十
分
留
意
し
、
次
の
心
得
を 

遵
守
し
て
大
切
に
扱
い
、
施
設
の
保
全
に
努
め
る 

こ
と
。 

○ 

ド
ア
・
窓
な
ど
の
乱
暴
な
開
閉
は
絶
対
に
し 

な
い
こ
と
。 

○ 

落
書
き
や
破
損
行
為
は
絶
対
に
し
な
い
こ
と
。 

○ 

掲
示
物
等
は
所
定
の
場
所
を
使
用
し
、
壁
・ 

柱
等
の
施
設
に
テ
ー
プ
な
ど
で
貼
付
し
な
い 

こ
と
。 

（
９
項
目
中
の
３
項
目
を
抜
粋
） 

 
             

旧
本
館
教
室
で
学
び
、
親
し
ん
だ
世
代 

旧
本
館
は
、
明
治
38
（
1905
）
年
よ
り
昭
和

55
（
1980
）
年
ま
で
の
75
年
の
長
き
に
わ
た
り
、

教
室
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。
こ
こ
で
２
万
名
近

く
の
同
窓
生
が
学
び
、
巣
立
っ
て
い
っ
た
。 

そ
の
一
人
で
あ
る
渡
辺
良
治
氏
（
高
21

回
・
昭
44
年
卒
）
は
「
想
え
ば
、
在
校
当
時

は
、
あ
の
天
井
の
高
い
本
館
校
舎
は
自
分
に
と

っ
て
冷
酷
で
あ
っ
た
…
何
と
も
出
口
の
無
い

苦
し
い
日
々
で
あ
っ
た
」
と
、
旧
本
館
が
、
苦

悩
し
た
日
々
の
高
校
時
代
と
重
な
り
合
う
、
と

振
り
返
る
。
だ
が
そ
の
後
、
母
校
土
浦
一
高
に

対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
次
第
に
変
化
し
て
い
く
。

自
ら
の
結
婚
式
の
主
賓
挨
拶
で
高
校
の
恩
師

長
壁
英
進
先
生
が
「
高
田
保
」
（
中
12
回
卒
・

詳
細
は
小
紙
18･

20
号
）
を
取
り
上
げ
た
の

を
機
に
、
高
田
の
作
品
を
探
し
求
め
、
そ
の
過

程
で
母
校
へ
の
距
離
が
近
く
に
感
じ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
評
論
家

紀
田
順
一
郎
氏
が
、
今
、
も
っ
と
読
ま
れ
て
い

い
作
家
と
し
て
彼
を
紹
介
し
た
り
、
女
優
澤
村

貞
子
が
、
彼
の
脚
本
を
絶
賛
し
た
り
し
て
い
る

の
に
出
会
う
と
、
妙
に
嬉
し
く
な
り
、
さ
ら
に

文
芸
評
論
家
小
林
秀
雄
が
、
病
床
に
伏
す
彼
に
、

幼
な
じ
み
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
「
保
っ
ち
ゃ

ん
！
」
と
泣
か
ん
ば
か
り
に
回
復
を
念
じ
て
い

た
の
も
知
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
素
晴
ら
し

い
先
輩
が
い
た
「
一
高
で
学
ん
だ
こ
と
を
誇
り

に
思
わ
な
か
っ
た
自
分
が
恥
ず
か
し
く
な
っ

て
き
て
い
た
」
と
述
懐
す
る
。
拝
受
し
た
お
手

紙
の
概
略
は
以
上
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
一
緒
に
、

今
で
も
大
事
し
て
い
る
と
い
う
写
真
が
同
封

さ
れ
て
い
た
。
ほ
ぼ
30
年
前
に
、
八
坂
神
社

へ
の
初
詣
の
帰
り
に
母
校
に
立
ち
寄
り
、
親

類
・
家
族
と
撮
っ
た
記
念
写
真
で
あ
る
。 

         

現
在
の
土
浦
一
高
校
長
武
井
秀
一
先
生
（
高

23
回
・
昭
46
年
卒
）
か
ら
も
、
旧
本
館
で
の

授
業
に
ち
な
む
回
想
記
を
頂
戴
し
た
。 

「
当
時
の
こ
と
と
し
て
は
、
あ
の
独
特
の
臭

い
（
防
腐
剤
の
油
か
？
今
で
も
す
る
）
と
、
旧

本
館
教
室
で
の
授
業
風
景
が
思
い
出
さ
れ
る
。

高
い
天
井
で
あ
る
た
め
、
先
生
の
声
が
響
き
、

格
調
高
い
講
義
内
容
と
相
ま
っ
て
、
多
く
の
恩

師
の
声
が
耳
に
残
っ
て
い
る
。
ま
た
、
天
井
が

高
い
の
で
、
夏
は
涼
し
か
っ
た
が
、
冬
は
大
変

寒
く
（
当
時
、
教
室
に
ス
ト
ー
ブ
は
無
か
っ
た
）

コ
ー
ト
を
ま
と
い
な
が
ら
授
業
を
受
け
た
記

憶
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
上
下
開
閉
式
の
窓
の

つ
く
り
は
、
明
治
期
の
建
物
な
ら
で
は
の
土
浦

一
高
独
特
の
も
の
で
あ
り
、
非
常
に
郷
愁
深
い 

←
満開の桜と旧本館のあやなす妙味を
堪能する人々（上）と，お花見シー
ズンの弦楽部ミニコンサート（下）

平成２４年４月１０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４５号 

春爛漫。優美に枝をしならせ，ひときわ目映い旧本館前のしだれ桜。国の重

要文化財である建物との取り合わせは，何とも言えぬ趣が醸し出されている。

お花見シーズンにあわせ，旧本館の特別公開日を設けたが，多くの人が，風情

豊かなこの“魅入りスポット”の醍醐味を，十分満喫していたようであった。

春は，同時に，初々しい新入生を迎える季節でもある。今号は，同窓生や在

校生から寄せられた意見をもとに，教育の場としての旧本館を追ってみたい。

旧本館「復元教室」における授業風景 
（1969 年卒・21 回生） 

母校玄関前で（後列真ん中が渡辺氏）

「旧本館使用心得」（昭和 61 年６月） 



そ
し
て
武
井
校
長
は
、
自
ら
が
若
き
教
師
と

し
て
母
校
に
赴
任
し
、
血
気
盛
ん
に
教
鞭
を
と

っ
て
い
た
頃
も
思
い
返
さ
れ
る
。 

も
の
を
感
じ
る
」
と
、
生
徒
時
代
を
追
慕
す
る
。 

                 

 「
現
在
の
旧
本
館
は
、
資
料
展
示
室
と
吹
奏

楽
部
と
弦
楽
部
の
部
室
兼
練
習
室
に
な
っ
て

い
る
が
、
私
が
教
員
と
し
て
転
勤
し
た
時
は
ま

だ
国
語
科
と
数
学
科
の
職
員
室
（
大
職
員
室
）

に
加
え
、
普
通
教
室
と
し
て
も
使
用
さ
れ
て
い

た
。
前
任
校
の
境
高
校
で
異
動
辞
令
（
現
在
は

新
任
校
）
を
い
た
だ
き
、
旧
正
門
を
入
っ
て
く

る
と
櫻
が
満
開
で
あ
っ
た
の
を
、
今
で
も
鮮
明

に
覚
え
て
い
る
。
旧
本
館
校
長
室
で
当
時
の
遠

藤
校
長
に
赴
任
の
挨
拶
を
し
、
す
ぐ
に
、
大
職

員
室
で
先
生
方
に
紹
介
さ
れ
た
。
旧
本
館
は
、

着
任
し
て
き
た
１
年
間
は
、
授
業
で
使
用
さ
れ

た
が
、
翌
年
の
昭
和
55
年
３
月
末
に
現
在
の

本
館
が
竣
工
し
、
授
業
で
の
使
用
は
閉
じ
ら
れ

た
。
短
い
期
間
で
は
あ
っ
た
が
、
教
師
と
し
て

旧
本
館
で
授
業
が
で
き
た
こ
と
は
、
幸
運
で
あ

り
う
れ
し
い
限
り
で
あ
っ
た
。
生
徒
の
時
は
、

先
生
の
声
が
響
い
て
格
調
高
く
感
じ
た
が
、
授

業
を
す
る
身
に
な
る
と
、
逆
に
声
が
響
い
て
し

ま
っ
て
喋
り
に
く
か
っ
た
の
が
忘
れ
が
た
い
。

そ
の
後
、
旧
本
館
に
は
生
徒
会
室
が
置
か
れ
、

何
年
間
か
担
当
し
た
「
一
高
祭
」
の
際
に
は
、

生
徒
と
幾
度
も
議
論
し
た
り
、
一
緒
に
準
備
に

当
た
っ
た
り
し
た
懐
か
し
い
思
い
出
が
詰
ま

っ
て
い
る
」
と
胸
熱
く
顧
み
る
も
の
で
あ
る
。 

 

質
問
の
内
容
は
右
下
の
通
り
で
あ
る
。 

現
在
の
本
校
教
諭
小
澤
賢
一
氏
（
高
37

回
・
昭
60
年
卒
）
は
、
「
生
徒
在
学
中
は
、

館
内
に
入
っ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、 

あ

ま
り
印
象
に
残
っ
て
い
な
い
。
本
校
に
赴
任
後
、

一
般
公
開
日
の
手
伝
い
を
す
る
う
ち
に
、
そ
の

価
値
に
気
付
い
た
と
い
う
と
こ
ろ
だ
。
生
徒
た

ち
に
は
も
っ
と
そ
の
歴
史
に
触
れ
て
欲
し
い
」

と
、
そ
の
思
い
を
書
面
で
届
け
て
く
れ
た
。 

以
上
は
、
旧
本
館
が
通
常
授
業
の
教
室
に
使

用
さ
れ
て
い
た
往
時
を
偲
び
、
懐
旧
の
念
を
混

じ
え
た
も
の
だ
が
、
そ
の
後
の
卒
業
生
が
心
に

留
め
て
い
る
旧
本
館
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。 

同
氏
は
、
母
校
の
教
師
と
し
て
再
び
本
校
に

戻
っ
て
来
ら
れ
、
旧
本
館
の
価
値
を
再
認
識
す

る
機
会
に
恵
ま
れ
た
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
稀
な

ケ
ー
ス
と
言
え
よ
う
。
大
部
分
の
卒
業
生
に
と

っ
て
は
、
旧
本
館
は
、
縁
の
薄
い
も
の
か
、
場

合
に
よ
っ
て
は
脳
裏
に
さ
え
あ
ま
り
刻
ま
れ

な
い
状
況
な
の
か
も
し
れ
な
い
。 

そ
こ
で
旧
本
館
活
用
委
員
会
で
は
、
昨
年

11
月
に
在
校
生
（
各
学
年
１
ク
ラ
ス
ず
つ
）

に
簡
単
な
「
旧
本
館
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
」

を
実
施
し
て
み
た
。
こ
れ
に
協
力
し
て
く
れ
た

の
は
、
１
年
生
35
名
、
２
年
生
38
名
、
３
年

生
43
名
の
合
計
116
名
で
あ
っ
た
。 

学
び
の
殿
堂
「
旧
本
館
」
の
保
存
と
活
用 

             

（
１
）
に
つ
い
て
、
「
あ
る
」
と
答
え
た
生

徒
は
、
１
年
生
34
名
（
97
％
）
、
２
年
生
14

名
（
37
％
）
、
３
年
生
25
名
（
58
％
）
で
あ

っ
た
。
１
年
生
が
ほ
ぼ
全
員
が
入
っ
た
こ
と
が

あ
る
と
答
え
た
の
は
、
武
井
校
長
が
「
で
き
れ

ば
、
本
校
で
学
ん
だ
生
徒
に
は
、
一
度
で
い
い

か
ら
旧
本
館
教
室
で
の
授
業
を
体
験
さ
せ
て

や
り
た
い
」
と
い
う
、
心
に
秘
め
て
い
た
積
年

の
想
い
を
、
早
速
「
道
徳
」
の
授
業
と
い
う
形

で
実
現
さ
せ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。 

（
４
）
旧
本
館
に
つ
い
て
、
感
想
、
提
案
、
要
望
な 

（
３
）
あ
な
た
は
旧
本
館
が
ロ
ケ
撮
影
等
に
使
用
さ 

（
２
）
あ
な
た
は
本
校
の
旧
本
館
が
国
の
重
要
文
化 

（
１
）
あ
な
た
は
今
ま
で
に
旧
本
館
の
中
に
入
っ
た 

れ
た
Ｔ
Ｖ
番
組
を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？ 

ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
自
由
に
書
い
て
く
だ 

さ
い
。 

こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？ 

財
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
か
？ 

 

２
、
３
年
生
は
、
ほ
ぼ
２
人
に
１
人
が
「
な

い
」
と
答
え
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
、

「
関
心
が
な
い
」
「
時
間
が
な
い
」
「
入
り
づ

ら
い
」
等
々
を
あ
げ
て
い
る
。
中
に
は
「
入
れ

る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
生
徒
も
い

た
。
（
２
）
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
生
徒

が
知
っ
て
い
る
と
答
え
て
お
り
、
貴
重
な
建
物

で
あ
る
と
の
認
識
は
浸
透
し
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
（
３
）
に
つ
い
て
は
、
「
一
度
も
見
た

こ
と
は
な
い
」
と
い
う
生
徒
が
、
１
年
生
17
名

（
49
％
）
、
２
年
生
10
名
（
26
％
）
、
３
年

生
14
名
（
33
％
）
で
あ
っ
た
。
（
４
）
に
つ

い
て
は
、
様
々
な
意
見
が
書
か
れ
て
い
た
。「
明

る
い
照
明
が
欲
し
い
」
「
冷
暖
房
が
欲
し
い
」

（
文
化
財
の
維
持
管
理
と
い
う
側
面
も
あ
る

が
、
現
在
、
鋭
意
努
力
中
と
聞
く
）
な
ど
、
設

備
に
関
す
る
も
の
が
大
多
数
で
あ
っ
た
。
「
皆

で
掃
除
を
し
、
一
高
の
伝
統
を
守
り
た
い
」
と

か
、
「
他
校
の
生
徒
か
ら
『
一
高
の
旧
本
館
は

き
れ
い
だ
』
と
言
わ
れ
て
嬉
し
か
っ
た
」
と
、

共
感
を
そ
そ
る
こ
と
を
あ
げ
て
く
れ
た
生
徒

も
い
た
。
全
体
と
し
て
は
、
明
治
期
の
建
築
技

術
の
粋
を
尽
く
し
、
重
厚
な
る
佇
ま
い
が
目
を

引
く
旧
本
館
の
建
物
を
誇
り
に
思
い
、
大
切
に

し
て
い
き
た
い
と
い
う
本
校
生
の
気
概
が
感

じ
ら
れ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
で
あ
っ
た
。 

最
後
に
、
現
在
の
本
校
教
諭
関
隆
一
氏
か
ら

賜
っ
た
一
文
（
要
旨
）
を
紹
介
し
た
い
。
「
県

東
地
区
の
学
校
で
学
び
育
っ
た
私
は
、
旧
本
館

の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
。
2004
年
、
会
議
で

土
浦
一
高
を
訪
れ
た
折
に
旧
本
館
を
偶
然
目

に
し
た
。
驚
き
と
感
動
で
、
思
わ
ず
息
を
飲
ん

だ
。
そ
の
後
、
土
浦
一
高
に
勤
務
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。
赴
任
が
決
ま
っ
た
と
き
、
最
初
に
思

い
出
し
た
の
は
旧
本
館
の
厳
か
な
姿
で
あ
っ

た
。
伝
統
あ
る
本
校
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
こ

れ
か
ら
も
旧
本
館
は
、
確
か
な
存
在
感
を
放
ち

続
け
る
も
の
と
確
信
し
て
い
る
」
と
、
荘
厳
な

る
威
容
と
尽
き
な
い
魅
力
を
綴
ら
れ
て
い
る
。 

言
う
ま
で
も
な
く
、
旧
本
館
は
本
校
だ
け
の

も
の
で
は
な
く
国
の
宝
物
。
こ
の
保
存
と
活
用

の
責
任
の
重
さ
に
、
私
ど
も
は
、
今
更
な
が
ら

に
、
身
が
引
き
締
ま
る
の
を
覚
え
る
の
だ
。 

旧本館「復元教室」で行われた武井校長 
の「道徳」授業（2011 年 11 月） 

本校に赴任当時の武井教諭（左端，現本校校長，1979 年）


