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「
土
浦
駅
史
」

に
よ
る
と
、
大

正
５
年
の
駅
舎

改
築
で
は「
ル
ネ

ッ
サ
ン
ス
式
駅

舎
に
改
築
」
と
あ

る
。
駅
長
室
を

加
え
、
広
さ
は

２
倍
ほ
ど
に
な

っ
た
。「
ル
ネ
ッ

サ
ン
ス
」
と
は
再

生
・
復
興
の
意

味
が
あ
り
古
代

ロ
ー
マ
建
築
の

荘
そ
う
ち
ょ
う重

な
様
式
を

理
想
と
し
て
い

る
の
だ
が
、
写
真
を
見
る
と
、
あ
ま
り
ル

ネ
ッ
サ
ン
ス
様
式
に
は
見
え
な
い
よ
う
に

思
っ
た
。

　

「
ス
ケ
ッ
チ
で
綴
る
・
ふ
る
さ
と
土
浦
」

（
佐
賀　

進
絵　

佐
賀
純
一
著
）で
は
、
昭

和
の
初
め
の
頃
の
土
浦
駅
前
の
絵
が
あ
っ

た
。
今
で
は
ビ
ル
が
立
ち
並
び
、
ま
っ
た

く
想
像
で
き
な
い
よ
う
な
風
景
で
あ
る
。

ま
た
、
土
浦
を
発
着
と
し
た
２
つ
の
鉄
道

路
線
が
あ
っ
た
。

　

大
正
７
年
、
土
浦

岩
瀬
間
に
筑
波
鉄

道
が
開
通
し
、
沿
線
の
石
材
・
薪
・
炭
・

繭ま

ゆ

な
ど
の
積
出
し
と
筑
波
山
観
光
に
役
立

っ
た
が
、
自
動
車
の
普
及
に
よ
り
、
昭
和

62
年
に
惜
し
ま
れ
な
が
ら
廃
線
と
な
る
。

　

昭
和
３
年
に
は
、
土
浦

阿
見
間
を
常

南
電
気
鉄
道
の
路
面
電
車
が
開
通
、
主
に

霞
ヶ
浦
海
軍
航
空
隊
の
関
係
者
が
利
用
し

市
で
、
偶
然
、
開
業
当
時
の
土
浦

友
部

間
の
時
刻
表
を
わ
ず
か
１
５
０
０
円
で
買

っ
た
。
と
て
も
薄
く
て
少
し
の
こ
と
で
破

れ
そ
う
だ
が
、き
れ
い
な
状
態
で
あ
っ
た
。

そ
れ
を
見
る
と
、
一
日
の
本
数
は
わ
ず
か

４
本
で
、
土
浦

友
部
間
を
75
分
で
走
っ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。


土
浦
駅
の
歴
史

　

常
磐
線
が
開
通
し
て
今
年
で
１
１
１
年

に
な
る
。
土
浦
駅
は
、
そ
れ
よ
り
前
に
出

来
た
の
で
１
１
４
年
で
あ
る
。こ
の
時
は
、

わ
ず
か
18
坪
の
木
造
駅
舎
か
ら
始
ま
っ

た
。
僕
の
父
も
鉄
道
マ
ニ
ア
歴
が
長
い
の

で
、
い
ろ
い
ろ
集
め
た
資
料
の
中
か
ら
土

浦
駅
舎
の
記
念
切
符
を
探
し
て
く
れ
た
。

　

父
は
、
今
年
６
月
の
筑
波
西
武
の
古
書

①
現
地
へ
行
っ
て
写
真
を
撮
っ
た
り
、
関

係
者
の
方
に
話
を
う
か
が
う

②
図
書
館
や
博
物
館
な
ど
へ
行
っ
て
調
べ

る③
本
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
で
調
べ
る

④
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
る 

　

僕
は
、
鉄
道
と
鉄
道
模
型
を
作
る
こ
と

が
好
き
で
す
。
各
地
の
鉄
道
に
乗
る
た
め

に
、
よ
く
土
浦
駅
を
利
用
し
ま
す
。
昨
年
、

駅
ビ
ル
「
ウ
イ
ン
グ
」
が
閉
店
し
て
が
っ
か

り
し
ま
し
た
が
、
今
年
７
月
「
ぺ
ル
チ
土

浦
」
が
オ
ー
プ
ン
し
、
し
か
も
鉄
道
模
型

の
店
も
入
る
と
い
う
こ
と
で
と
て
も
う
れ

し
く
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
昨
年
の
郷
土
研
究
で
は
、
土
浦
市

内
の
近
代
建
築
を
調
べ
、
建
築
の
本
を
読

む
う
ち
に
、
駅
舎
建
築
に
も
興
味
を
持
ち

ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
今
年
の
春
休
み
の
家
族
旅
行

で
行
っ
た
先
の
兵
庫
県
で
、
偶
然
に
茨
城

県
初
の
鉄
道
大
臣
に
な
っ
た
人
物
原
脩し

ゅ

う

じ次

郎ろ

う

の
石
碑
を
見
つ
け
た
こ
と
か
ら
、
土
浦

駅
１
１
４
年
の
長
い
歴
史
や
原
脩
次
郎
に

つ
い
て
調
べ
て
み
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。

１　

研
究
の
動
機

２　

研
究
の
方
法

３　

研
究
の
内
容

　

「
子
ど
も
郷
土
研
究
」
は
、
小
・
中
学
生
が
調
査
・
研
究
を
通
し
て
郷
土
の
歴
史
や
文
化
に
つ
い
て
関
心

を
持
ち
、
我
が
郷
土
〝つ
ち
う
ら〟
を
見
つ
め
、
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
に
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
21
年
度
は
１
０
９
点
の
応
募
作
品
か
ら
、
飯
島
龍
く
ん
（
都
和
中
学
校
２
年
）
の
作
品『
土
浦
駅
の

1
1
4
年　

駅
舎
の
移
り
か
わ
り
か
ら
見
た
歴
史
』
が
最
優
秀
賞
に
選
ば
れ
ま
し
た
。

　

今
号
で
は
、
そ
の
作
品
（
地
図
お
よ
び
写
真
な
ど
は
一
部
省
略
。
す
べ
て
原
文
の
ま
ま
）を
紹
介
し
ま
す
。

開業当時の時刻表

土浦駅全景（大正13（1924）年）

都和中学校 ２年

飯島　龍
りゅう

くん

第
33
回　

子
ど
も
郷
土
研
究
最
優
秀
作
品
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れ
ば
、
連
絡
下
さ
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

　

駅
弁
に
つ
い
て
は
、
「
絵
と
伝
聞
土
浦

の
里
」（
佐
賀　

進
絵
、
佐
賀
純
一
著　

筑
波
書
林
）
に
昔
の
様
子
が
紹
介
さ
れ
て

い
る
。
説
田
弁
当
店
の
娘
さ
ん
の
話
に
よ

る
と
、常
磐
線
開
通
２
年
後
の
明
治
30
年
、

父
親
は
弁
当
屋
を
や
れ
ば
繁
盛
す
る
だ
ろ

う
と
見
込
み
、
東
京
か
ら
移
り
住
み
明
治

32
年
頃
許
可
さ
れ
て
店
を
始
め
た
そ
う
で

あ
る
。
そ
れ
か
ら
説
田
弁
当
店
に
続
き
、

山
本
弁
当
店
、
福
見
弁
当
店
が
次
々
開
店

し
た
。
大
正
の
初
め
頃
に
は
、
一
日
に
米

を
７
～
８
俵
炊
き
、
惣
菜
作
り
に
17
～
８

人
、
駅
弁
の
売
り
子
が
７
～
８
人
い
て
飛

ぶ
よ
う
に
売
れ
た
。
水
戸
の
観
梅
の
頃
は

米
10
俵
炊
き
で
大
忙
し
だ
っ
た
。
列
車
の

停
車
時
間
は
３
分
～
５
分
間
も
あ
っ
た
、

な
ど
が
わ
か
っ
た
。

　

ま
た
、
土
浦
駅
史
に
よ
る
と
冬
の
弁

当
は
５
０
０
個
、
夏
は
最
大
１
２
０
０

個
も
売
れ
た
記
録
が
あ
っ
た
。
昭
和
41

（
１
９
６
６
）年
に
は
、
車
窓
販
売
員
が
説

田
８
名
、
富ふ

く

ぜ

ん

久
善
４
名
、
山
本
４
名
と
あ

る
が
、
今
か
ら
20
数
年
前
、
最
後
の
１
人

の
引
退
が
新
聞
に
載
っ
た
の
を
父
が
覚
え

て
い
た
。
僕
も
列
車
の
窓
か
ら
駅
弁
を
買

っ
て
み
た
か
っ
た
と
思
っ
た
。

　

現
在
の
１
番
線
ホ
ー
ム
に
あ
る
「
富
久

善
」
の
ス
タ
ン
ド
で
は
、
駅
弁
が
３
種
類

売
ら
れ
て
い
る
。
僕
の
家
で
も
買
っ
て
き

て
食
べ
て
み
た
。
う
な
ぎ
弁
当
は
と
て
も

お
い
し
か
っ
た
も
の
の
、
土
浦
名
産
で
は

な
い
。
牛
丼
は
、
な
ぜ
か
フ
ル
ー
ツ
の
キ

ウ
イ
入
り
で
、
名
産
常
陸
牛
を
使
っ
て
い

デ
ザ
イ
ン
の
掛
け
紙
で
売
り
出
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

小
川
芋
銭（
１
８
６
８
～
１
９
３
８
年
）

は
、
明
治
か
ら
昭
和
の
初
め
に
活
躍
し
た

画
家
で
、
牛
久
市
の
牛
久
沼
の
ほ
と
り
に

住
ん
で
い
た
。
カ
ッ
パ
の
絵
を
多
く
描
い

た
こ
と
か
ら「
カ
ッ
パ
の
芋
銭
」と
呼
ば
れ

て
い
た
。
大
正
６（
１
９
１
７
）
年
に
は
、

展
覧
会
に
出
品
し
た
絵
が
横
山
大
観
の
目

に
と
ま
り
、
以
後
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
土
浦
の
近
く
に
住

む
人
気
画
家
に
、
駅
弁
の
掛
け
紙
の
デ
ザ

イ
ン
を
依
頼
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。

　

ま
た
、
牛
久
市
の
小
川
芋
銭
研
究
セ
ン

タ
ー
に
、
そ
の
掛
け
紙
を
収
蔵
し
て
い
な

い
か
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
残
念
な
こ

と
に
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど

も
、
今
後
発
見
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ

ビ
ル
に
は
お
も
し
ろ
い
店
が
入
っ
て
い
る

の
で
、
昔
の
よ
う
に
た
く
さ
ん
の
人
が
や

っ
て
来
る
活
気
を
と
り
戻
し
て
ほ
し
い
と

思
う
。


土
浦
駅
の
駅
弁

　

土
浦
駅
は
、
現
在
で
は
首
都
圏
へ
の
通

勤
圏
に
な
り
、
土
浦
始
発
の
近
郊
型
電
車

（
通
勤
型
）
が
主
力
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、

特
急
ス
ー
パ
ー
ひ
た
ち
や
フ
レ
ッ
シ
ュ
ひ

た
ち
も
停
車
す
る
便
利
な
駅
で
も
あ
り
、

１
番
線
ホ
ー
ム
に
は
駅
弁
ス
タ
ン
ド
が
あ

る
。

　

こ
の
研
究
で
い
ろ
い
ろ
な
本
を
調
べ
て

い
る
と
、
「
記
録
写
真　

茨
城
の
20
世
紀

（
茨
城
新
聞
社
）」
と
い
う
本
に
大
正
12
年

頃
の
土
浦
駅
の
駅
弁
売
り
の
写
真
が
載
っ

て
い
た
。
今
で
は
売
店
や
車
内
販
売
で
売

る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、
昔
は
肩

か
ら
駅
弁
を
た
く
さ
ん
下
げ
て
、
汽
車
の

窓
ま
で
売
り
に
来
た
そ
う
で
あ
る
。
こ
の

写
真
よ
り
４
年
前
の
大
正
７（
１
９
１
８
）

年
に
は
、
土
浦
駅
で
初
め
て
、
霞
ヶ
浦
名

産
わ
か
さ
ぎ
を
使
っ
た
駅
弁
が
小
川
芋う

せ

ん銭

た
が
、
わ
ず
か
10
年
で
廃
線
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
。

　

昭
和
11
年
に
建
て
ら
れ
た
時
計
塔
の
あ

る
２
階
建
て
の
駅
舎
は
「
軍
艦
型
駅
舎
」
と

呼
ば
れ
、
海
軍
の
町
土
浦
の
シ
ン
ボ
ル
と

な
っ
た
。
１
２
５
坪
ほ
ど
あ
り
、
２
階
の

丸
窓
が
印
象
的
で
あ
る
。
戦
争
を
く
ぐ
り

ぬ
け
て
き
た
こ
の
駅
舎
も
、
昭
和
58
年
に

は
駅
ビ
ル
ウ
イ
ン
グ
に
建
て
か
え
ら
れ
、

個
性
的
だ
っ
た
そ
の
姿
を
消
し
た
。
そ
し

て
今
年
７
月
の
２
代
目
駅
ビ
ル
ぺ
ル
チ
の

オ
ー
プ
ン
。
駅
ビ
ル
一
体
型
だ
と
ま
さ
に

ビ
ル
そ
の
も
の
で
、
便
利
だ
が
駅
舎
建
築

と
し
て
は
魅
力
の
な
い
も
の
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
現
在
建
て
ら
れ
て
い
く
新
し
い

駅
舎
も
、
昔
に
比
べ
る
と
ど
れ
も
同
じ
よ

う
な
感
じ
が
す
る
。
け
れ
ど
も
新
し
い
駅 大正末期の土浦駅と駅前（スケッチで綴る・ふるさと土浦）

筑波鉄道（上）と常南電気鉄道（下）

土浦駅の駅弁売り
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で
一
た
ん
降
り
て
、
姫
路
行
の
気
動
車
が

来
る
の
を
待
つ
15
分
ほ
ど
の
間
、
父
は
何

も
な
い
駅
の
回
り
を
歩
い
て
い
た
。
小
さ

な
無
人
駅
で
お
客
は
僕
た
ち
３
人
。
す
る

と
、
突
然
父
が
大
声
で
「
こ
れ
、
原
脩
次

郎
の
石
碑
だ
よ
！
」
と
叫
ん
だ
。
何
の
こ

と
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
母
と
僕
が
近
寄
る

と
、
何
と
原
脩
次
郎
の
名
が
刻
ま
れ
て
い

た
。
昭
和
６
年
に
、
こ
の
駅
が
建
て
ら
れ

た
記
念
の
石
碑
で
、
原
脩
次
郎
が
若
槻
内

閣
で
鉄
道
大
臣
に
就
任
し
て
い
た
時
期
と

合
う
。
時
間
も
な
か
っ
た
の
で
大
急
ぎ
で

写
真
を
撮
り
、
折
り
返
し
の
姫
路
行
の
気

動
車
に
乗
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
今
回
の
郷
土
研
究
で
詳
し
く

調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が

わ
か
っ
た
。

で
の
に
ぎ
わ
い
が
駅
弁
の
売
れ
行
き
に
つ

な
が
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
想
像
し
て
い
た

よ
り
は
る
か
に
た
く
さ
ん
売
れ
た
時
代
が

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。


鉄
道
大
臣　

原
脩
次
郎

　

現
在
「
Ｊ
Ｒ（
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ　

Ｒ
Ａ
Ｉ

Ｌ　

Ｗ
Ａ
Ｙ
）」
と
呼
ば
れ
る
以
前
の

鉄
道
は
、
「
国
鉄（
日
本
国
有
鉄
道
）」
だ

が
、
大
正
９
（
１
９
２
０
）
年
～
昭
和
18

（
１
９
４
３
）
年
ま
で
は
、
鉄
道
省
が
鉄
道

経
営
に
当
っ
て
い
た
。

　

こ
の
鉄
道
省
の
大
臣
に
就
任
し
た
茨
城

県
で
最
初
の
大
臣
に
な
っ
た
人
に
、
原
脩

次
郎
と
い
う
人
が
い
た
。
僕
は
知
ら
な
か

っ
た
の
だ
が
、
以
前
母
か
ら「
拓た

く

む務
大
臣

（
昭
和
４
（
１
９
２
９
）年
、
拓
務
省
創
設
、

植
民
地
統
治
、
移
植
民
な
ど
に
関
す
る
行

政
を
つ
か
さ
ど
っ
た
官
庁
）・
鉄
道
大
臣

に
就
任
し
た
土
浦
の
原
脩
次
郎
と
い
う
人

が
い
た
。
」
と
い
う
話
を
聞
い
た
。
そ
の
ま

ま
忘
れ
て
い
た
の
だ
が
、
今
年
の
春
休
み

に
び
っ
く
り
す
る
よ
う
な
発
見
が
あ
り
、

急
に
興
味
が
わ
い
た
。
春
休
み
に
家
族
旅

行
で
兵
庫
県
を
訪
れ
、
姫
路
城
な
ど
を
観

光
し
た
あ
と
、
以
前
か
ら
乗
っ
て
み
た
か

っ
た
「
Ｊ
Ｒ
姫き

し

ん

せ

ん

新
線（
単
線
）」
に
乗
っ
た
。

古
い
気
動
車
と
最
新
型
気
動
車
の
両
方
が

走
っ
て
い
る
の
で
、
時
間
が
あ
れ
ば
絶
対

乗
り
た
か
っ
た
。
父
と
相
談
し
て
、
時
間

的
に
は
、
40
分
位
な
ら
よ
い
と
の
こ
と

で
、
片
道
15
分
位
の「
太お

お

い

ち

え

き

市
駅
」と
い
う
と

こ
ろ
で
折
り
返
し
て
往
復
す
る
こ
と
に
し

た
。
僕
は
、
乗
り
た
か
っ
た
最
新
型
気
動

車
に
乗
れ
て
大
満
足
だ
っ
た
。「
太
市
駅
」

　

駅
弁
の
古
い
掛
け
紙
コ
レ
ク
タ
ー
の
サ

イ
ト
で
は
、
大
正
末
～
昭
和
初
期
の
も
の

と
い
う
土
浦
の
説
田
弁
当
店
の
掛
け
紙
が

紹
介
さ
れ
て
い
た
。
「
御お

べ

ん

と

う


當
」
と
い
う
文

字
も
最
初
は
読
め
な
か
っ
た
。
赤
と
緑
の

二
色
の
印
刷
で
、
筑
波
山
、
霞
ヶ
浦
と
帆

引
船
、
海
軍
航
空
隊
の
プ
ロ
ペ
ラ
機
が
描

か
れ
て
い
る
。
値
段
は
35
銭
だ
っ
た
。
掛

け
紙
に
は
何
弁
当
と
書
か
れ
て
い
な
い
の

で
、
一
体
ど
ん
な
お
弁
当
だ
っ
た
の
か
知

り
た
い
と
思
う
。

　

駅
弁
を
調
べ
て
み
て
、
筑
波
山
、
霞
ヶ

浦
、
海
軍
航
空
隊
、
水
戸
の
梅
な
ど
観
光

る
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
け
れ

ど
も
、
今
で
は
珍
し
く
掛
け
紙
が
ひ
も
で

結
ん
で
あ
る
の
が
、
と
て
も
よ
い
と
思
っ

た
。

　

僕
は
鉄
道
が
好
き
な
の
で
、
鉄
道
関
連

サ
イ
ト
を
時
々
見
る
の
だ
が
、
駅
弁
マ
ニ

ア
の
人
達
は
、
特
急
の
車
内
販
売
の
な
い

土
浦
の
駅
弁
を
わ
ざ
わ
ざ
買
い
に
来
た

り
、
レ
ト
ロ
な
雰
囲
気
の
ス
タ
ン
ド
を
撮

影
し
た
り
、
意
外
に
注
目
さ
れ
て
い
る
。

　

茨
城
県
立
図
書
館
の
蔵
書
で「
原
脩
次

郎
先
生
」（
富
岡
福
寿
郎
著　

弘
文
社　

昭

和
10
年
発
行
）
と
い
う
本
が
あ
り
、
参
考

に
し
た
。

　

原
脩
次
郎
は
、
京
都
府
出
身
だ
が
、
夫

人
の
出
身
地
の
土
浦
に
住
ん
で
い
た
。
茨

城
県
で
初
め
て
土
浦
選
出
の
国
会
議
員

（
衆
議
院
議
員
）
と
な
り
大
臣
に
な
っ
た
。

そ
こ
で
大
い
に
沸
い
た
土
浦
で
は
、
有
志

に
よ
る「
亀
城
青
年
会
」
が
結
成
さ
れ
脩
次

郎
を
応
援
し
て
い
た
。
昭
和
６
年
の
若
槻

内
閣
で
は
、
拓
務
大
臣
と
鉄
道
大
臣
ま
で

上
り
つ
め
た
も
の
の
、
満
州
事
変
勃
発
後

間
も
な
く
若
槻
内
閣
は
総
辞
職
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
若
槻
内
閣
が
総
辞
職
に
追

い
込
ま
れ
た
の
は
、
昭
和
６
年
９
月
に
起

こ
っ
た
満
州
事
変
が
深
く
関
わ
っ
て
い

た
。
若
槻
内
閣
は
、
戦
争
を
大
き
く
し
な

い
不
拡
大
方
針
を
と
っ
た
が
、
陸
軍
は
こ

れ
に
従
わ
ず
、
当
時
満
州
と
呼
ば
れ
て
い

た
中
国
の
東
北
部
を
占
領
し
て
し
ま
っ

た
。
し
か
も
マ
ス
コ
ミ
や
国
民
は
、
大
戦

果
に
酔
っ
て
軍
部
を
熱
烈
に
支
持
し
た
の

で
、
つ
い
に
若
槻
内
閣
は
総
辞
職
し
た
。

三種類の駅弁

ＪＲ姫新線（単線）「太市駅」
太市驛設置記念碑

鉄道大臣原脩次郎

第33回 子ども郷土研究最優秀作品
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昭
和
３（
１
９
２
８
）
年
、「
常
南
電
気
鉄

道
」
が
土
浦
駅
に
乗
り
入
れ
た
り
、
前
に

述
べ
た
よ
う
に
昭
和
11
（
１
９
３
６
）年
に

「
軍
艦
型
駅
舎
」が
建
て
ら
れ
た
。

　

昭
和
４（
１
９
２
９
）
年
８
月
に
は
、
ド

イ
ツ
の
大
飛
行
船
ツ
ェ
ッ
ペ
リ
ン
伯
号

が
、
霞
ヶ
浦
の
海
軍
航
空
隊
に
立
ち
寄

り
、
連
日
数
万
人
が
訪
れ
日
本
中
が
熱
狂

し
た
。
国
鉄
で
は
臨
時
列
車
を
運
行
さ
せ

た
が
、
そ
れ
で
も
上
野
駅
は
大
混
乱
し
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。土
浦
駅
も
同
じ
で
、

常
南
電
気
鉄
道
も
超
満
員
で
見
学
者
を
運

ん
だ
。

　

ま
た
、
昭
和
６
（
１
９
３
１
）年
８
月
に

は
、
飛
行
機
で
の
大
西
洋
横
断
、
ア
メ
リ

カ
大
陸
横
断
に
成
功
し
た
空
の
英
雄
リ
ン

ド
バ
ー
グ
夫
妻
が
霞
ヶ
浦
航
空
隊
に
降
り

立
っ
た
。
こ
の
時
も
、
熱
狂
的
な
歓
迎
を

受
け
た
そ
う
で
あ
る
。
土
浦
駅
か
ら
東
京

へ
向
か
う
リ
ン
ド
バ
ー
グ
夫
妻
の
ま
わ
り

に
は
、
や
は
り
多
く
の
人
々
が
集
ま
っ
て

い
る
。

っ
た
。

　

土
浦
市
３
・
４
代
市
長
の
原
彪

た
け
し

は
、
脩

次
郎
の
長
男
で
あ
る
。
２
人
の
墓
は
、
東

京
の
多
磨
霊
園
に
あ
り
、
ま
た
亀
城
公
園

に
は
脩
次
郎
の
銅
像
が
建
っ
て
い
る
。
こ

の
像
は
昭
和
10
年
に
、
り
っ
ぱ
な
全
身
像

が
建
て
ら
れ
た
が
、
戦
時
中
に
金
属
供
出

さ
れ
、
戦
後
造
ら
れ
た
の
は
胸
像
の
み
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
現
在
、
公
園
事
務
所

脇
に
建
っ
て
い
る
が
、説
明
板
な
ど
も
な
く
、

今
ま
で
全
く
気
に
と
め
て
い
な
か
っ
た
。

　

ま
た
、
今
年
７
月
の
八
坂
神
社
祇
園

祭
の
常
陽
新
聞
特
別
版
に
は
、
県
南
一

と
い
わ
れ
る
三
百
貫
神
輿
は
、
昭
和
８

（
１
９
３
３
）
年
に
原
脩
次
郎
か
ら
八
坂
神

社
六
百
年
祭
を
記
念
し
奉
納
さ
れ
た
も

の
、
と
書
か
れ
て
あ
っ
た
。
今
で
も
修
理

し
な
が
ら
大
切
に
さ
れ
て
い
る
。
80
年
も

前
の
鉄
道
大
臣
原
脩
次
郎
の
足
跡
を
身
近

に
感
じ
、
土
浦
駅
と
は
直
接
関
係
は
な
い

が
、
研
究
内
容
に
入
れ
る
こ
と
に
し
た
。


戦
争
と
海
軍
航
空
隊
と
土
浦
駅

　

資
料
を
い
ろ
い
ろ
と
集
め
て
み
る
と
、

戦
争
と
土
浦
駅
と
の
関
わ
り
が
見
え
て
き

た
。

　

明
治
28（
１
８
９
５
）年
に
初
め
て
土
浦

駅
が
で
き
た
年
は
、日
清
戦
争
中
だ
っ
た
。

明
治
37（
１
９
０
４
）年
に
は
日
露
戦
争
が

起
き
た
が
、
駅
史
な
ど
を
調
べ
て
も
特
に

記
録
は
な
か
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
大
正
10（
１
９
２
１
）年
に

海
軍
航
空
隊
が
開
設
さ
れ
る
と
、
土
浦
駅

は
そ
の
関
係
者
ら
の
利
用
が
大
幅
に
増

え
、
土
浦
は
「
軍
都
」
と
し
て
繁
栄
し
た
。

　

戦
争
と
土
浦
駅
に
つ
い
て
は
、
後
に
述

べ
る
桜
川
事
故
で
も
深
い
関
わ
り
が
あ
っ

た
。

　

僕
た
ち
家
族
が
偶
然
に
見
つ
け
た
石
碑

は
、
太
市
駅
開
業
記
念
（
昭
和
６
年
12
月

23
日
）
だ
っ
た
が
、
調
べ
て
み
る
と
何
と

若
槻
内
閣
は
12
月
13
日
に
総
辞
職
し
た
の

で
、
開
業
の
日
に
原
脩
次
郎
は
大
臣
で
な

か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
翌
年
の
選

挙
で
は
落
選
し
、
２
年
後
64
歳
で
亡
く
な

　

「
む
か
し
の
写
真
・
土
浦
」（
土
浦
市
教

育
委
員
会
・
文
化
財
愛
護
の
会
）
と
い
う

本
に
は
、
太
平
洋
戦
争
中
の
土
浦
駅
の
写

真
が
載
っ
て
い

た
。
出
征
兵
士

を
乗
せ
た
輸
送

列
車
を
、
た
く

さ
ん
の
人
々
が

日
の
丸
の
旗
を

振
り
な
が
ら
見

送
っ
て
い
る
。

あ
ま
り
人
が
多

い
の
で
、
駅
の

様
子
は
ほ
と
ん

ど
わ
か
ら
な
い
。

　

そ
し
て「
戦
争
と
土
浦
駅
」
で
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
の
は
、
昭
和
18（
１
９
４
３
）年

10
月
に
土
浦
駅
構
内
で
起
き
た
桜
川
事
故

で
あ
る
。
こ
の
事
故
は
、
列
車
三
重
衝
突

で
死
者
94
名
と
い
う
大
惨
事
だ
っ
た
。
事

故
の
原
因
は
、
貨
物
列
車
入
れ
替
え
作
業

中
の
ミ
ス
が
発
端
だ
が
、
三
重
衝
突
の
上

に
、
日
も
暮
れ
た
頃
の
桜
川
鉄
橋
上
と
い

う
こ
と
で
更
に
被
害
が
大
き
く
な
っ
た
。

戦
時
中
で
あ
っ
た
た
め
、
報
道
規
制
が
あ

り
各
新
聞
の
扱
い
も
小
さ
か
っ
た
と
い
う

こ
と
だ
。
ベ
テ
ラ
ン
係
員
が
出
征
し
た
た

め
、
慣
れ
な
い
人
間
が
作
業
を
し
た
り
、

軍
事
運
搬
の
貨
物
列
車
の
運
行
に
無
理
が

あ
っ
た
の
で
は
な
ど
と
い
わ
れ
、
戦
争
が

も
う
一
つ
の
要
因
と
な
る
。

　

桜
川
の
鉄
橋
脇
の
事
故
現
場
に
は
、
慰

霊
碑
が
建
て
ら
れ
電
車
か
ら
見
え
る
の
だ

が
、
気
が
つ
く
人
は
少
な
い
と
思
う
。　

年　　代 月　日 で　き　ご　と

明治28（1895）年 11月4日
日本鉄道により友部・土浦間が開通する。駅舎の写真
は現存しないが、わずか18坪で、その半分が駅事務所
だった。手回し式の転車台も完成した

明治29（1896）年 12月25日 日本鉄道の土浦・上野間が開通した

明治31（1898）年 ８月23日 日本鉄道の上野・岩沼間が開通し、海岸線と呼ばれる

明治39（1906）年 国有化により常磐線と呼ばれるようになる。鉄道唱歌ができる

大正５（1916）年 第１回駅舎改築でルネッサンス式駅舎が完成する（２代目駅舎）

大正７（1918）年 筑波鉄道が開業する

大正８（1919）年 跨線橋が完成する

大正11（1922）年 阿見町に海軍航空隊が開設し、乗客数が増大した

ツェッペリン伯号（上）と土浦駅前のリンドバーグ夫妻（下）

土浦駅略年表

土浦駅で出征兵士を見送るたくさんの人々
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土
浦
駅
の
発
車
メ
ロ
デ
ィ

　

土
浦
駅
の
発
車
メ
ロ
デ
ィ
は
、
平
成
３

（
１
９
９
１
）
年
に
こ
れ
ま
で
の
発
車
ベ
ル

か
ら
ク
ラ
シ
ッ
ク
曲
の
メ
ロ
デ
ィ
に
な
っ

た
。
曲
は
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
が
使
わ
れ
て
い

て
、
１
番
線
（
下
り
水
戸
方
面
）
は
「
き
ら

き
ら
星
の
主
題
に
よ
る
変
奏
曲
」
、
２
・
３

番
線
（
上
り
上
野
方
面
）
は
「
ロ
ン
ド
二
長

調
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
発
車
メ
ロ
デ
ィ

に
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
曲
を
使
う
の
は
珍
し

く
、
土
浦
駅
以
外
に
は
、
常
磐
線
の
い
わ

き
駅
の
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
「
ま
す
」
な
ど
３

曲
、
京
浜
東
北
線
大
井
町
駅
で
は
ビ
バ
ル

デ
ィ
「
春
」
、
「
秋
」
の
２
曲
な
ど
が
あ
り
、

有
名
な
曲
が
使
わ
れ
て
い
る
。

　

母
は
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
が
好
き
な
の

で
、
初
め
て
土
浦
に
来
た
時
は
こ
の
発
車

メ
ロ
デ
ィ
に
驚
い
た
そ
う
で
あ
る
。
ま

た
、
僕
が
小
さ
な
頃
は
、
発
車
メ
ロ
デ
ィ

に
あ
わ
せ
て
手
を
た
た
い
て
喜
ん
で
い
た

そ
う
だ
。
そ
の
後
、
両
方
の
曲
が
入
っ
て

い
る
Ｃ
Ｄ
を
買
っ
て
家
で
も
原
曲
を
聞
い

た
り
、
発
車
メ
ロ
デ
ィ
の
Ｃ
Ｄ
を
買
っ
て

い
ろ
い
ろ
な
駅
の
曲
を
聞
き
く
ら
べ
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。

　

僕
は
、
い
つ
ま
で
も
土
浦
駅
で
は
こ
の

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
発
車
メ
ロ
デ
ィ
を
使
っ

て
ほ
し
い
と
思
っ
た
。
こ
の
項
を
書
い
た

の
は
、
７
月
の
後
半
だ
が
、
そ
の
す
ぐ
後

の
８
月
１
日
に
、
何
と
発
車
メ
ロ
デ
ィ
が

変
更
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
常
磐
線
に
乗

る
た
め
に
ホ
ー
ム
に
立
っ
て
い
て
び
っ
く

り
！
駅
員
さ
ん
に
聞
い
て
み
た
の
だ
が
、

な
ぜ
変
更
に
な
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
新
し
い
メ
ロ
デ

ィ
は
、
土
浦
市
の
イ
メ
ー
ジ
ソ
ン
グ「
風

の
贈
り
物
」
と
い
う
曲
だ
。
ケ
ー
ブ
ル
Ｔ

Ｖ
の
市
の
広
報
番
組
で
流
れ
て
い
る
曲
だ

っ
た
。
僕
も
母
も
突
然
の
変
更
に
驚
い
た
。

正
式
に
知
っ
た
の
は
８
月
の
中
旬
以
降
、

市
の
広
報
番
組
や
広
報
紙
を
見
て
か
ら
で

あ
る
。
土
浦
市
内
の
荒
川
沖
・
土
浦
・
神

立
駅
上
り
ホ
ー
ム（
上
野
方
面
）
は「
風
の

贈
り
物
」
、
下
り
ホ
ー
ム（
水
戸
方
面
）は
、

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の「
き
ら
き
ら
星
変
奏
曲
」

が
統
一
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

が
っ
か
り
し
た
母
は
、
新
し
い
発
車
メ
ロ

デ
ィ
は
ご
当
地
ソ
ン
グ
で
は
あ
る
が
イ
ン

パ
ク
ト
が
な
い
、
上
下
ホ
ー
ム
と
も
モ
ー

ツ
ァ
ル
ト
で
統
一
し
た
方
が
、
珍
し
い
上

に
選
曲
も
よ
く
、
気
品
が
あ
り
心
地
良
い

メ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
な
ど
の
意
見
だ
っ
た
。

ま
た
、
何
人
か
の
土
浦
近
辺
の
鉄
道
フ
ァ

ン
の
知
人
に
聞
い
て
み
た
の
だ
が
、
や
は

り
以
前
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
メ
ロ
デ
ィ
の

方
が
断
然
良
い
と
い
う
意
見
で
、
今
回
の

件
は
僕
も
と
て
も
残
念
に
思
っ
た
。


鉄
道
唱
歌　

常
磐
線（
東
京
～
宮
城
）

　

「
鉄
道
唱
歌
」は
明
治
33（
１
９
０
０
）年

に
作
ら
れ
た
。
第
一
集
が
有
名
な「
東
海

道
編
」
の
歌
で
、
あ
ま
り
た
く
さ
ん
売
れ

た
の
で
、
そ
の
年
の
う
ち
に
第
二
集「
山

陽
・
九
州
編
」と
第
三
集「
奥
州
・
磐
城
編
」
、

第
四
集「
北
陸
編
］、第
五
集「
関
西
・
参
宮
・

南
海
編
」が
売
り
出
さ
れ
た
。

　

僕
の
家
に
は
、「
東
海
道
編
」
と「
奥
州
・

磐
城
編
」の
曲
の
Ｃ
Ｄ
が
あ
る
の
で
、「
磐
城

編
」で「
常
磐
線
」が
歌
わ
れ
て
い
る
の
を
知

っ
て
い
た
。
今
回
の「
土
浦
駅
」
に
つ
い
て

の
研
究
を
き
っ
か
け
に「
土
浦
の
出
て
来

る
鉄
道
唱
歌
」に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
。

　

発
車
メ
ロ
デ
ィ
に
も
使
わ
れ
て
い
る
有

名
な「
鉄
道
唱
歌
」
の
作
詞
を
し
た
の
は
、

大
和
田
建た

け

き樹（
１
８
５
７
～
１
９
１
０
年
）

と
い
う
国
文
学
者
だ
っ
た
。
大
和
田
建
樹

は
、
有
名
な
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
民
謡
の

「
故
郷
の
空
」な
ど
の
唱
歌
の
作
詞
で
人
気

が
あ
っ
た
。
こ
の
歌
は
、
小
学
生
向
け
の

地
理
歴
史
の
教
材
と
し
て
作
ら
れ
た
そ
う

だ
。

　

「
東
海
道
編
」で
は
、
実
際
に
沿
線
を
取

材
し
た
ら
し
い
の
だ
が
、
土
浦
に
つ
い
て

は
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
当
時
は
、
曲

は
２
種
類
つ
け
ら
れ
て
い
て
、
好
き
な
方

の
曲
で
歌
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
何
人
か
の
作
曲
者
が
い

て
、
第
三
集
は
、
奥お

く

よ

し

い

さ

好
義
と
田
村
虎
蔵
が

作
曲
し
た
。
現
在
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
メ

ロ
デ
ィ
は
、
多

お
お
の
う
め
わ
か

梅
椎
の
作
曲
で
メ
ロ
デ
ィ

が
軽
快
で
覚
え
や
す
い
こ
と
か
ら
今
で
も

人
気
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
父
の
持
っ
て
い
る
復
刻
本

は
、「
常
磐
線
鉄
道
唱
歌
」で
あ
る
が
、
作

詞
・
作
曲
と
も
別
な
人
物
で
、
メ
ロ
デ
ィ

も
全
く
異
な
っ
て
い
る
。


軍
艦
型
駅
舎
の
製
作

　

僕
は
、
昭
和
11
年
に
建
て
ら
れ
た
軍
艦

型
駅
が
気
に
入
っ
た
の
で
、
こ
の
土
浦
駅

に
つ
い
て
調
べ
な
が
ら
、
実
際
に
鉄
道
模

型
で
作
っ
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

ま
ず
は
、
古
い
写
真
を
元
に
配
置
を
考

え
て
み
ま
し
た
。
家
に
あ
る
車
両
や
建
物

の
模
型
の
他
に
何
が
必
要
か
リ
ス
ト
に
し

て
、
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
で
ベ
ニ
ヤ
の
ボ

ー
ド
や
ス
チ
レ
ン
ボ
ー
ド
等
を
探
し
た

り
、
新
駅
ビ
ル
「
ぺ
ル
チ
土
浦
」の
鉄
道
模

型
店
で
は
専
用
の
模
型
材
料
を
買
っ
た
り

し
ま
し
た
。
一
番
大
変
だ
っ
た
の
は
、
軍

艦
型
駅
舎
で
し
た
。
な
か
な
か
い
い
考
え

が
浮
か
ば
な
か
っ
た
の
で
、
鉄
道
模
型
に

詳
し
い
鉄
道
模
型
レ
ン
タ
ル
レ
イ
ア
ウ
ト

店（
川
口
町
）の
オ
ー
ナ
ー
の
市
原
弘
樹
さ

ん
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
古
い
資
料
を
貸 自分で作った軍艦型駅舎Ｎゲージサイズ実物の150分の１

発車メロディを紹介
するのぼり旗

第33回 子ども郷土研究最優秀作品
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賞 研究テーマ 氏名 学年

優秀賞 桜川の今と昔 関　 梢
こ

子
こ

下高津小３年

〃 飯田の虫送り「アブラムシ」 宮崎名
な な こ

奈子

宮崎妃
ひ な こ

奈子
宍 塚 小 ５ 年

〃
土浦郷土かるたに登場する
建物を調べて

細 矢　 百
も も か

花 中 村 小 ５ 年

〃 土浦幼稚園今年で124歳 横 田　 弥
み く

久 神 立 小 ６ 年

〃 常南鉄道と航空隊 萩 原　 建 太 神 立 小 ５ 年

〃 土浦旧市街　路上観察学 関　　 萌
の の

野 土浦第四中２年

優良賞 小町味噌と土浦市 勝 村　 圭
け い す け

裕 荒川沖小３年

〃
右籾のパワースポット
せんげん塚

江 原　 綾
あ や ね

子 右 籾 小 ６ 年

〃
本郷地区の迷路の
謎を探って

岩 瀬　 美
み さ き

咲

萩 原　 望
の ぞ み

美
山ノ荘小５年

〃 筑波線とりんりんロード

清 水　 祐
ゆ う へ い

平

小 澤　 菜
な み

実

熊 坂　 光
ひ か り

莉

山 縣　 夏
な つ き

生

高 橋　 雄
ゆ う じ

二

古 谷　 一
か ず ま

真

馬 場　 真
ま さ ゆ き

行

竹 内　　 彬
あきら

市 村　 拓
た く や

也

細 谷　 崚
りょうすけ

介

高 田　 航
こ う た

太

土浦第四中３年

　　〃　　３年

　　〃　　３年

　　〃　　３年

　　〃　　２年

　　〃　　２年

　　〃　　２年

　　〃　　２年

　　〃　　２年

　　〃　　２年

　　〃　　２年

努力賞 町名に残る土浦の歴史 斉 藤　 悠
は る か

香

濱口明
あ す か

日香
土 浦 小 ６ 年

〃 わたしたちのかすみがうら 宇都宮みなみ

藤 井　 美
み さ と

里
都 和 小 ５ 年

〃 茨城米と秋田米 武 田　　 凌
りょう

荒川沖小５年

〃 霞ヶ浦は海だった　その３ 中 川　 知
と も や

弥 右 籾 小 ４ 年

〃
身近な戦場跡を追って
～小田氏と佐竹氏の戦いから～

飯 島　 彩
あ や の

乃 山ノ荘小４年

学校賞 荒川沖小学校


土
浦
駅
の
歴
史

　

僕
は
鉄
道
や
建
築
の
こ
と
な
ら
何
で
も

大
好
き
で
す
。
最
初
は
、
昨
年
の
近
代
建

築
の
テ
ー
マ
の
続
き
で
「
駅
舎
」
だ
け
を
調

べ
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
い
ろ

い
ろ
な
本
を
集
め
て
み
る
と
、
駅
舎
だ
け

で
な
く
、
駅
弁
売
り
や
有
名
な
人
物
が
来

た
時
の
様
子
、
戦
争
な
ど
「
土
浦
駅
」
に
ま

つ
わ
る
た
く
さ
ん
の
話
が
出
て
き
ま
し

た
。

　

そ
こ
で
、
テ
ー
マ
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
「
土

浦
駅
の
歴
史
」
と
し
て
ま
と
め
ま
し
た
。

し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
「
Ｎ
ゲ
ー
ジ

レ
イ
ア
ウ
ト
３
」（
機
芸
出
版
社　

平
成

３
年
）
に
よ
る
と
、
当
時
つ
く
ば
市
に
住

ん
で
い
た
方
が
、
た
い
へ
ん
り
っ
ぱ
な
土

浦
駅
を
再
現
し
た
作
品
と
製
作
記
録
が
載

っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
方
は
現
在
は
京
都

で
大
学
の
先
生
を
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

す
。
１
５
０
分
の
１
サ
イ
ズ
の
駅
は
、
イ

ラ
ス
ト
ボ
ー
ド
を
使
っ
て
作
り
、
窓
は
切

り
抜
く
の
が
と
て
も
難
し
か
っ
た
そ
う
な

の
で
、
こ
れ
を
参
考
に
、
僕
は
扱
い
や
す

い
厚
さ
１
ミ
リ
の
ス
チ
レ
ン
ボ
ー
ド
で
駅

舎
を
作
り
、
窓
は
切
り
抜
か
ず
に
パ
ソ
コ

ン
で
描
い
た
紙
を
貼
り
つ
け
ま
し
た
。
瓦

の
屋
根
は
同
じ
よ
う
に
市
販
の
も
の
を
使

い
、
色
を
塗
り
直
し
ま
し
た
。
他
に
も
苦

労
し
た
点
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
夏

休
み
の
１
か
月
位
で
完
成
し
、
間
に
合
っ

て
ホ
ッ
と
し
ま
し
た
。

ま
た
鉄
道
大
臣
原
脩
次
郎
に
つ
い
て
は
、

亡
く
な
っ
て
か
ら
本
が
出
版
さ
れ
た
り
、

銅
像
が
建
て
ら
れ
た
り
、
茨
城
で
は
絶
大

な
人
気
を
誇
っ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
り
ま

し
た
。

　

同
時
進
行
し
て
い
た
鉄
道
模
型
製
作
は
、

僕
に
と
っ
て
は
楽
し
い
こ
と
で
し
た
が
、

た
く
さ
ん
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
途
中
で

紛
失
し
そ
う
に
な
っ
た
り
、
整
理
が
う
ま

く
で
き
ず
に
苦
労
し
ま
し
た
。
ま
た
、
こ

の
夏
休
み
に
、
鉄
道
フ
ァ
ン
の
友
達
が
増

え
た
の
で
、
と
て
も
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。
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