
 

 

→ 
土浦中学校 4 年生（１６
才）のとき，本校校歌を作
詞された堀越晋先輩（中
11回卒）が眠る盛賢寺 

← 
関八州の重鎮「筑波山」から見た富士山。眼
下には“沃野一望数百里”の眺望がひろがっ
ています（『とぼとぼ山歩き』ＨＰより転載） 
（撮影：平成 15年 11月，つくば市巡見橋） 

 

「常陸国那珂郡上河内村検地帳」。上河

内村は現水戸市内。石田治部少輔は石

田三成（「茨城大学図書館」より転載） 

江戸時代に，土浦地域を支配した土屋氏の居城「土
浦城趾」。この太鼓櫓門は土浦城のシンボルで，江戸

時代前期の遺構としては関東地方で唯一の櫓門遺構
です。明治 30（1897）年に本校（当時の校名は「茨
城県尋常中学校土浦分校」）が創設された新治郡役

所は，この門を入った本丸御殿跡に建っていました。 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

      
 

   

              

石
高
制
と
一
国
御
前
帳 

秀
吉
に
よ
る
太
閤
検
地
で
は
、
知
行
高
が
、

支
給
さ
れ
る
米
の
容
積
に
よ
る
「
石
」
（
石
高
、

石
＝
石
・
斗
・
升
・
合
の
桝
目
の
単
位
、
１
石

＝
約
180
㍑
）
で
表
さ
れ
、
こ
れ
が
石
高
制
の
確

立
に
帰
結
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
江
戸
時

代
に
入
り
本
格
的
な
貨
幣
鋳
造
が
行
わ
れ
る
に

至
っ
て
も
、
石
高
制
は
維
持
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
た
め
、
江
戸
時
代
は
、
田
畑
屋
敷
な
ど
の
土

地
の
価
値
に
至
る
ま
で
、
面
積
に
石
盛
と
い
う

一
定
の
計
数
を
か
け
て
米
の
生
産
力
に
換
算
し

て
表
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
米
以
外
の
農

作
物
や
海
産
物
の
生
産
量
を
も
米
に
換
算
し
て

表
さ
れ
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
大
名
を
は
じ
め

と
す
る
武
士
の
所
領
か
ら
の
収
入
や
俸
禄
を
表

す
場
合
も
石
高
が
用
い
ら
れ
ま
し
た
。 

豊
臣
政
権
で
、
も
う
一
つ
注
目
し
た
い
の
は
、

全
国
統
一
が
完
成
し
た
翌
年
の
1591
年
に
、
諸
国

に
対
し
て
「
一
国
御
前
帳
」
の
提
出
を
命
じ
た

こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
翌
年
の
人
掃
令
と
合
わ

せ
て
朝
鮮
出
兵
に
備
え
た
兵
粮
・
軍
役
負
担
を

確
保
す
る
た
め
に
、
大
名
の
領
知
高
を
確
認
す

る
点
を
第
一
の
目
的
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
結

果
と
し
て
、
日
本
全
国
の
土
地
を
同
一
の
基
準

を
も
っ
て
把
握
す
る
も
の
と
な
り
ま
し
た
。
そ

し
て
、
こ
の
「
大
名
の
領
知
高
を
確
認
す
る
」

手
法
に
つ
い
て
は
種
々
雑
多
で
し
た
。
長
宗
我

部
氏
の
土
佐
一
国
９
万
8000
石
は
、
実
際
の
検
地

に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
同
氏
が
動
員
可
能
兵

力
か
ら
の
逆
算
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
佐

竹
氏
や
島
津
氏
な
ど
に
対
し
て
は
、
石
田
三
成

ら
奉
行
が
軍
役
負
担
な
ど
の
政
治
的
必
要
か
ら

石
高
を
操
作
し
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
、
領
内
で
米
が
ほ
と
ん
ど
と
れ
ず
、

も
っ
ぱ
ら
貿
易
に
よ
る
利
益
に
依
存
し
て
い
た

対
馬
の
宗
氏
や
蝦
夷
地
の
松
前
氏
は
、
実
際
に

は
無
高
も
し
く
は
そ
れ
に
近
い
に
も
関
わ
ら
ず
、 

        利
益
か
ら
計
算
さ
れ
た
形
式
上
の
表
高
が
あ
た

え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。 

ま
た
一
部
の
地
域
で
は
、

国
人
や
農
民
に
よ
る
一
揆
を
恐
れ
て
、
検
地
そ

の
も
の
を
行
わ
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
地
域
で
も
、
全
国
的
な
流

れ
の
中
で
、
石
高
表
記
以
降
は
、
検
地
を
受
け

入
れ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
近
世
社
会
に
お
い
て
は
、

石
高
制
の
確
立
と
人
掃
令
、
武
士
の
城
下
町
集

住
政
策
に
よ
り
、
兵
農
分
離
が
進
展
す
る
と
と

も
に
、
城
下
町
の
整
備
も
進
み
ま
し
た
。
ま
た

石
高
制
は
武
士
・
農
民
だ
け
の
関
係
で
は
な
く
、

こ
れ
に
基
づ
き
、
公
家
や
寺
社
も
公
儀
（
幕
府
・

大
名
）
か
ら
所
領
を
与
え
ら
れ
、
町
人
は
農
民

の
石
高
に
代
わ
る
各
種
の
役
負
担
を
求
め
ら
れ

ま
し
た
。
そ
う
し
た
負
担
体
系
の
相
違
が
、
農

民
・
職
人
・
町
人
の
最
大
の
違
い
で
し
た
。 

 
 

と
こ
ろ
で
、
一
石
は
、
大
人
一
人
が
１
年
に

食
べ
る
米
の
量
に
相
当
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ

を
兵
士
に
与
え
る
報
酬
と
み
な
し
、
石
高×

年

貢
率
と
同
じ
だ
け
の
兵
士
を
養
え
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
つ
ま
り
、
石
高
は
戦
国
大
名
の
財
力

だ
け
で
な
く
、
兵
力
を
も
意
味
し
て
い
ま
し
た
。 

ま
た
、
江
戸
時
代
の
軍
役
令
で
は
、
大
名
は
幕

府
に
よ
り
表
高
１
万
石
あ
た
り
約
200
人
程
度
の

軍
勢
を
動
員
す
る
義
務
を
課
せ
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
た
だ
、
石
高
は
一
般
に
玄
米
に
よ
る
も
の

が
常
で
、
実
際
に
は
成
人
男
性
で
１
日
玄
米
５

合
、
年
間
玄
米
約
1.8
石
が
標
準
的
に
支
給
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
（
今
日
、
我
々
は
ど
れ
ほ
ど
の 

米
を
消
費
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
米
以
外

の
穀
物
を
消
費
す
る
割
合
も
増
え
て
副
食
も
豊

か
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
成
人
一
人
あ
た
り
の

消
費
は
白
米
約
0.4
石
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
） 

       

江
戸
時
代
の
石
高
制 

 
 

江
戸
幕
府
が
成
立
す
る
と
、
改
め
て
全
国
の

石
高
の
再
確
認
が
行
わ
れ
、
1607
年
に
は
、
大
阪

の
役
及
び
初
期
の
各
種
普
請
に
よ
る
論
功
行
賞

が
ほ
ぼ
終
了
し
て
、
２
代
将
軍
徳
川
秀
忠
よ
り

諸
大
名
に
対
し
改
め
て
所
領
が
認
知
さ
れ
ま
し

た
。
そ
こ
に
表
さ
れ
た
石
高
が
「
表
高(

お
も
て

だ
か)

」
と
称
さ
れ
、
幕
末
ま
で
ほ
と
ん
ど
変
わ

る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
す
。
実
際
の
大
名
の

所
領
で
は
、
新
田
開
発
や
検
地
の
徹
底
に
よ
っ

て
実
際
の
年
貢
賦
課
の
基
準
と
な
っ
た
実
質
の

石
高
の
「
内
高(

う
ち
だ
か)

」
と
の
差
は
広
が

り
、
表
高
は
家
格
を
示
す
た
め
の
数
字
に
過
ぎ

な
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
農

村
で
は
内
高
か
ら
算
出
さ
れ
る
年
貢
負
担
等
が

実
際
の
負
担
と
合
致
す
る
よ
う
に
抜
か
り
な
く

注
意
が
払
わ
れ
、
そ
れ
ま
で
村
全
体
の
石
高
（
村

高
）
で
し
か
な
か
っ
た
も
の
が
、
個
々
の
土
地

に
も
適
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

平成２５年７月２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/ 

第５９号 

校歌に謳われた沃野（その２） 

「♪沃野一望数百里…」と，1911（明治 44）年に制定されて以来，

ずっと歌われてきた本校校歌。そして誰もが意識する“歌い出しのフ

レーズ”「沃野」。作詞した堀越晋先輩（中 11回卒）が，この「沃野」

にどんな“思い”を込めたのかを探るべく，今号も土地の生産力に着

目しつつ，近世の「石高制」や「新田開発」について述べてみます。 

 



 

 

幼
い
頃
か
ら
堀
越
先
輩
が
目
に
し

た
恋
瀬
川
と
筑
波
山
の
風
景
（
上
）

美
田
に
囲
ま
れ
た
の
ど
か
な
集
落
。 

そ
こ
に
佇
む
堀
越
氏
の
生
家
（
左
） 

江戸時代に開発された土浦市

の藤沢新田。肥沃な沖積平野

が広がる桜川沿いにあり，生

産力は高いそうです（上）。こ

の新田開発に尽力した杉田庄

右衛門らが同地に創建したと

いう別雷神社。雨乞いの神で

ある雷神を祀っています（右） 

旧
本
館
が
８
月
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
に
登
場 

 

 
 

７
月
１
日
（
月
）
に
、
本
校
旧
本
館
で
Ｎ
Ｈ
Ｋ
―
BS

ザ･

プ
レ
ミ
ア
ム「
零
戦
～
搭
乗
員
た
ち
が
見
つ
め
た

太
平
洋
戦
争
～
」
の
ロ
ケ
撮
影
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

放
送
は
約
１
ヶ
月
後
の
８
月
３
日
（
土
）
と
８
月
10

日
（
土
）
の
い
ず
れ
も
21
時
～
22
時
30
分
で
す
。 

 
 

石
高
制
の
定
着
に
よ
っ
て
、
幕
府
は
、
大
名

の
所
領
規
模
を
簡
単
に
把
握
で
き
る
た
め
、
加

封
・
減
封
・
転
封
や
飛
地
（
例
え
ば
、
仙
台
伊

達
氏
の
飛
地
が
現
在
の
龍
ヶ
崎
市
に
１
万
石
あ

り
ま
し
た
）
の
処
理
が
簡
単
に
行
え
る
と
と
も

に
、
大
名
に
課
す
る
負
担
や
幕
府
役
職
の
任
免

も
石
高
に
応
じ
た
も
の
に
差
配
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、
大
名
も
自
己
の
藩
に
お
い
て
石
高
制
を

採
り
、
家
臣
を
所
領
で
あ
る
給
所
に
は
住
ま
わ

せ
ず
、
年
貢
徴
収
や
人
夫
動
員
も
藩
中
央
で
取

り
仕
切
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
農
村
で
も
、

検
地
の
徹
底
に
よ
っ
て
検
地
帳
に
石
高
が
記
載

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
年
貢
は
石
高
に
年
貢
率

を
掛
け
る
だ
け
で
算
出
さ
れ
、
雑
税
や
夫
役
も

同
じ
よ
う
な
方
法
で
課
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 

換
言
す
れ
ば
、
石
高
制
は
、
封
土
を
上
か
ら

順
次
分
割
給
付
し
て
主
従
関
係
を
保
ち
、
家
臣

間
・
農
民
間
に
お
い
て
は
石
高
の
多
寡
に
よ
り

上
下
関
係
を
決
定
づ
け
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
の

み
な
ら
ず
、
複
雑
な
面
積
計
算
を
す
る
こ
と
な

く
、
石
高
に
合
わ
せ
て
増
加
・
減
少
・
交
換
を

可
能
に
す
る
と
い
う
幕
藩
体
制
を
維
持
・
存
続

さ
せ
る
に
は
、
好
都
合
な
制
度
だ
っ
た
の
で
す
。 

 
 

と
こ
ろ
が
、
18
世
紀
に
な
る
と
、
新
田
開
発

等
に
伴
う
米
の
生
産
量
の
増
大
に
よ
る
米
価
の

不
安
定
化
が
大
き
な
問
題
と
し
て
登
場
し
て
き

ま
す
。
米
価
の
下
落
は
、
米
を
売
る
こ
と
に
よ

っ
て
得
た
貨
幣
で
生
活
す
る
武
士
階
級
に
と
っ

て
は
、
収
入
減
と
な
り
生
活
を
逼
迫
さ
せ
ま
し

た
。
逆
に
、
米
価
の
高
騰
は
、
消
費
者
で
あ
る

民
衆
の
生
活
を
逼
迫
さ
せ
ま
し
た
。
16
世
紀
末

の
貨
幣
価
値
の
不
安
定
化
に
よ
る
通
貨
制
度
の

混
乱
を
背
景
に
、
米
が
代
用
貨
幣
と
し
て
通
用

し
て
い
た
時
代
に
導
入
さ
れ
、
確
立
さ
れ
た
石

高
制
は
、
三
貨(

金
・
銀
・
銅)

に
よ
っ
て
貨
幣

制
度
が
安
定
化
す
る
こ
と
で
、
支
配
階
級
で
あ

る
武
士
の
窮
乏
化
を
招
く
と
い
う
弱
点
を
露
呈

さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
こ
の
た
め
江
戸
幕 

府
は
、
米
価
安
定
化
の
た
め
に
様
々
な
措
置
を

講
じ
て
い
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
最
後
ま
で
幕

藩
体
制
の
根
幹
に
関
わ
る
石
高
制
そ
の
も
の
の

改
革
に
は
、
手
を
付
け
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。 

      
新
田
開
発 

 
 

太
閤
検
地
時
点
で
の
わ
が
国
の
耕
地
は
約
200

万
町
歩(

約
200
万
ヘ
ク
タ
ー
ル)

と
推
定
さ
れ
ま

す
が
、
270
年
後
の
明
治
初
期
に
は
、
約
400
万
町

歩
に
倍
増
し
ま
し
た
。
ま
た
こ
の
間
の
石
高
は

約
1800
万
石
か
ら
約
3200
万
石
に
、
村
の
数
も
江
戸

初
期
の
５
万
数
千
か
ら
幕
末
期
の
天
保
５(

1834)

年
に
は
６
万
3500
余
に
、
そ
れ
ぞ
れ
増
え
ま
し
た
。

こ
れ
ら
は
正
確
な
全
国
統
計
の
数
字
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
江
戸
時
代
を
通
し
て
、
耕
地
・
石

高
・
村
数
と
も
に
増
加
し
た
こ
と
は
確
実
で
す
。 

そ
の
主
な
要
因
と
し
て
は
新
田
開
発
が
あ
げ

ら
れ
ま
す
。
そ
も
そ
も
新
田
開
発
に
拍
車
が
か

か
っ
た
の
は
戦
国
時
代
で
、
各
大
名
が
国
力
増

強
の
た
め
農
地
開
拓
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
だ

か
ら
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
戦
国
末
期
か
ら
江

戸
初
期
に
か
け
て
食
糧
の
増
産
が
な
さ
れ
、
人

口
も
増
加
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
人
口
増
と
と

も
に
主
食
で
あ
る
米
が
不
足
し
、
17
世
紀
に
は
、

江
戸
幕
府
や
諸
大
名
の
奨
励
の
も
と
、
役
人
や

農
民
主
導
で
、
湖
・
潟
・
浅
瀬
な
ど
の
干
拓
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
丘
陵
地
帯
や
台
地
、

谷
津
（
や
つ
…
台
地
と
台
地
の
間
の
谷
間
の
湿

地
帯
）
な
ど
、
内
陸
の
荒
れ
地
で
も
新
田
の
開

発
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
江
戸
時

代
を
通
し
て
、
全
国
の
石
高
は
1.8
倍
に
拡
大
し

て
い
き
ま
し
た
。
特
に
そ
れ
ま
で
畿
内
に
比
べ

開
発
が
遅
れ
て
い
た
東
北
・
関
東
・
中
国
・
九

州
な
ど
で
、
農
地
が
格
段
に
増
大
し
た
の
で
す
。 

 

新
田
開
発
を
活
発
化
さ
せ
た
背
景
に
は
、
測

量
技
術
の
向
上
が
あ
り
ま
す
。
大
量
の
水
を
必

要
と
す
る
水
田
で
は
、
自
然
の
降
雨
の
み
で
は

不
可
能
で
、
灌
漑
用
水
の
整
備
が
不
可
欠
で
し

た
。
し
か
し
、
平
坦
地
や
緩
や
か
な
傾
斜
地
で

は
用
水
路
の
掘
削
は
難
し
く
、
戦
国
時
代
以
前

は
一
定
以
上
の
傾
斜
地
で
な
い
と
水
田
の
開
拓

は
不
可
能
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
、
幕
府
・

大
名
主
導
の
大
規
模
な
測
量
に
よ
っ
て
、
平
地

に
開
拓
さ
れ
た
水
田
へ
の
水
供
給
が
可
能
に
な

り
ま
し
た
。
逆
に
、
水
は
け
の
悪
い
湖
沼
や
泥

湿
地
の
よ
う
な
場
所
で
は
、
大
規
模
な
排
水
路

を
整
備
す
る
こ
と
で
水
田
開
発
が
手
が
け
ら
れ

ま
し
た
。
さ
ら
に
は
干
潟
等
に
お
け
る
干
拓
工

事
に
よ
る
水
田
化
も
推
し
進
め
ら
れ
ま
し
た
。 

 
 

幕
府
は
、
17
世
紀
後
半
に
無
謀
な
新
田
開
発

を
抑
制
し
ま
し
た
が
、
８
代
吉
宗
の
享
保
の
改

革
で
は
「
見
立
新
田
十
分
の
一
法
」
な
ど
を
施

行
し
て
、
開
発
者
の
利
益
を
保
証
す
る
こ
と
で
、

商
人
等
の
民
間
に
よ
る
新
田
開
発
を
奨
励
し
ま

し
た
。
そ
の
後
も
、
多
く
の
将
軍
や
老
中
が
新

田
開
発
を
政
策
の
軸
に
据
え
て
い
き
ま
し
た
。 

 
 

新
田
の
開
発
に
つ
い
て
は
、
初
期
に
あ
っ
て

は
官
営
（
代
官
見
立
新
田
＝
天
領
代
官
が
主

導
・
藩
営
新
田)
が
中
心
で
し
た
が
、
中
期
以
降

は
民
営
（
村
請
新
田
＝
農
民
が
村
全
体
で
資
金

や
労
力
を
出
し
開
発
・
町
人
請
負
新
田
＝
資
金

力
の
あ
る
都
市
商
人
が
開
発
し
、
小
作
を
雇
っ

て
耕
作
）
が
主
流
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

 
 

と
こ
ろ
で
、
新
田
開
発
に
も
問
題
点
が
あ
り

ま
し
た
。
巨
額
の
利
益
を
期
待
し
て
取
り
組
ん

で
み
て
も
、
開
発
が
難
航
し
資
金
難
で
破
産
す

る
者
が
で
た
り
、
そ
も
そ
も
が
旱
魃
や
水
害
の

多
発
地
で
開
発
さ
れ
な
か
っ
た
荒
地
や
沼
地
、

山
林
だ
っ
た
た
め
、
開
発
後
に
水
害
で
破
壊
さ

れ
た
り
、
旱
魃
に
よ
っ
て
近
隣
の
村
と
の
水
争

い
が
発
生
し
た
り
し
た
こ
と
な
ど
で
す
。
最
大

の
失
敗
例
と
し
て
は
、
下
総
国
の
印
旛
沼
・
手

賀
沼
が
よ
く
引
き
合
い
に
だ
さ
れ
ま
す
。
近
隣

農
民
が
何
度
も
干
拓
に
挑
ん
だ
も
の
の
、
利
根

川
水
系
か
ら
の
水
の
逆
流
に
よ
っ
て
失
敗
を
繰

り
返
し
ま
し
た
。
老
中
田
沼
意
次
や
水
野
忠
邦

ら
に
よ
る
、
幕
府
直
営
の
巨
費
を
投
じ
た
開
発

も
試
み
ら
れ
ま
し
た
が
、
水
害
に
よ
る
堤
防
・

新
田
の
崩
壊
・
財
政
難
・
老
中
失
脚
等
に
よ
り
、

成
功
を
見
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
い

ず
れ
も
第
２
次
世
界
大
戦
後
に
な
る
ま
で
本
格

的
な
干
拓
・
農
地
化
は
成
功
し
な
か
っ
た
の
で

す
。
（
次
号
に
続
く
）
（
高
21
回
卒 

鈴
木
義
人
） 

           


