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中
世
の
土
浦

―
土
浦
藩
成
立
以
前
の
風
景
―

新
春
　
博
物
館
長
が
語
る

▲若泉山安養院本堂（本庄市指定文化財）

▲若泉山扁額

　
市
民
の
皆
様
、
新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
私
は
昨
年
４
月
、
両
館
兼
務
の
館
長
を
拝
命
致
し
ま
し
た
。
筑
波
山
麓
に
生
ま

れ
、
以
来
70
年
余
、
土
浦
は
私
の
生
活
空
間
の
大
切
な
一
部
で
す
。
は
か
ら
ず
も

館
長
に
就
任
し
、
学
校
と
は
異
な
る
研
究
現
場
で
不
慣
れ
な
が
ら
も
越
年
し
ま
し

た
が
、
こ
の
間
、
館
長
講
座
や
館
員
の
皆
様
と
の
深
密
な
交
流
を
通
じ
て
自
分
の

役
割
を
多
少
は
感
じ
取
れ
た
よ
う
で
す
。

　
さ
て
年
頭
に
当
た
り
、
私
の
所
感
の
一
端
を
申
し
述
べ
て
み
ま
す
。
私
の
研
究

分
野
は
江
戸
時
代
以
前
、
平
安
時
代
以
後
で
あ
り
、
戦
後
で
は
特
に
日
本
中
世
史

な
ど
と
も
言
わ
れ
ま
す
。

　
こ
の
分
野
か
ら
土
浦
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
す
で
に『
土
浦
市
史
』（
昭
和
50
年

刊
）な
ど
で
詳
し
く
土
浦
の
歴
史
が
語
ら
れ
る
な
か
、
ふ
と
思
い
浮
か
ぶ
こ
と
は
、

現
土
浦
市（
旧
土
浦
町
）の
ど
こ
に
も
土
浦
な
る
地
名
が
見
当
ら
な
い
、
と
い
う
点

で
す
。
私
に
と
っ
て
は
誠
に
不
思
議
で
す
。
皆
様
は
こ
の
現
実
を
ど
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

　
つ
ま
り
、
土
浦
の
地
名
の
由
来
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
当
り
前
の
よ
う
に
、〝
こ

こ
は
土
浦
で
あ
る
〟と
の
前
提
が
問
わ
れ
る
の
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
に
、
例
え
ば
京
都
駅
近
傍
の
古こ
さ
つ刹
で
あ
る
東と
う
じ寺
、
正
式
に
は

教き
ょ
う
お
う
ご
こ
く
じ

王
護
国
寺
に
伝
来
す
る
東
寺
百ひ
ゃ
く
ご
う合

文
書
の
中
の
鎌
倉
時
代（
元
徳
元

（
１
３
２
９
）年
）の
文
書
に
は「
土
浦（
郷
）」が
確
認
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
東
寺
に

絹
代
の
銭
を
年
貢
と
し
て
納
入
す
る
義
務
を
負
っ
た
東
寺
領
常ひ
た
ち
の
く
に
し
だ
の
し
ょ
う

陸
国
信
太
庄
の
一

区
と
し
て
の「
土
浦
」と
い
う
地
名
の
初し
ょ
け
ん見

と
い
え
ま
す
。
ち
な
み
に
信
太
庄
と
は

糸賀　茂男
土浦市立博物館館長
上高津貝塚ふるさと歴史の広場館長
常磐大学名誉教授
研究分野は、常陸平氏や真壁氏、小田氏などの中世史。
これまでに茨城県文化財保護審議会会長（茨城県）、
国指定史跡真壁城跡整備検討委員会会長（桜川市）を
歴任。永年の研究の功績を讃えられ、昨年11月、文
化財保護の分野で地域文化功労者表彰を受賞。
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旧
常
陸
国
信
太
郡（
旧
土
浦
町
・
阿
見
町
・
美
浦
村
・
旧
江
戸
崎
町
・
旧
東
村
）の
江
戸
崎
以
西
の
一
帯
に
相
当
し
、
鎌
倉

時
代
の
末
葉（
文ぶ
ん
ぽ
う保
二（
１
３
１
８
）年
）に
一
括
し
て
東
寺
支
配
下
の
寺じ
り
ょ
う領（
当
該
地
か
ら
様
々
な
種
類
の
年
貢
も
し
く
は

そ
の
代だ
い
せ
ん銭

を
徴
収
し
て
経
営
の
資
財
に
当
て
る
役
割
を
担
っ
た
）と
な
り
ま
し
た
。

　
さ
て
、
こ
の
土
浦
と
は
ど
こ
か
、
ど
の
一
帯
に
相
当
す
る
の
か
、
実
は
不
明
な
の
で
す
。
思
え
ば
、
鎌
倉
期
の
土
浦
は
、

仮
に
現
在
の
土
浦
市
街
地
お
よ
び
そ
の
周
辺
を
想
定
し
て
も
、　
桜
川（
古
く
は
筑
波
川
）河
口
の
大
湿
地
帯
・
デ
ル
タ
地

帯
で
あ
っ
た
の
で
す
。
で
は
こ
こ
に
は
通
常
の
農
村
風
景
は
無
か
っ
た
の
か
、
大
い
に
苦
慮
す
る
研
究
の
局
面
で
す
。

　
そ
こ
で
次
に
こ
の
難
題
を
解
く
一
つ
の
事
例
を
紹
介
し
て
み
ま
す
。
そ
れ
は
す
で
に『
土
浦
市
史
』な
ど
で
も
指
摘
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
す
が
、
永え
い
き
ょ
う享７（
１
４
３
５
）年
に
土
浦
郷
に
居
住
し
て
い
る「
若
わ
か
い
ず
み泉
三
郎
」な
る「
富ふ
ゆ
う
の
じ
ん

有
仁
」の
存
在
で
す

（「
鹿
島
大お
お
ほ
う
り祝

文
書
」）。
富
有
仁
と
は
、〝
富
裕
の
人
〟、
つ
ま
り
豊
か
な
財
産
の
所
有
者
で
す
。
そ
の
明
瞭
な
所
在
地
や

屋
敷
構
え
は
全
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
名
か
ら
も
こ
の
地
域
の
武
士
、
領り
ょ
う
し
ゅ主で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
系
譜
は
、

と
い
う
時
に
思
い
つ
く
の
は
武む
さ
し
し
ち
と
う

蔵
七
党（
武む
さ
し
の
く
に

蔵
国
の
武
士
団
）の
中
の
若
泉
氏
で
す（
埼
玉
県
本
庄
市
内
に〝
若
泉
〟と
い
う

地
名
が
あ
る
）。
児こ
だ
ま
と
う

玉
党（
武
蔵
国
北
方
の
児
玉
郡
内
の
武
士
集
団
）に
属
す
る
若
泉
氏
は
、
実
は
こ
の
若
泉
三
郎
の
数
代

前
の
若
和
泉
太
郎
次
郎
が
他
の
武
蔵
武
士
と
と
も
に
北き
た
ば
た
け
ち
か
ふ
さ

畠
親
房
な
ど
南
朝
勢
攻
略
の
た
め
小
田
城
お
よ
び
そ
の
周
辺
を
転

戦
し
ま
し
た（
別
府
文
書「
別べ
っ
ぷ
ゆ
き
ざ
ね
ぐ
ん
ち
ゅ
う
じ
ょ
う

府
幸
実
軍
忠
状
」康
永
３（
１
３
４
４
）年
）。
あ
る
い
は
若
泉
三
郎
の
子
孫
と
思
わ
れ
る
若
泉

五
郎
右
衛
門
は
戦
国
期
に
小
田
氏
家
臣
菅す
げ
の
や谷
氏
に
よ
っ
て
土
浦
を
奪
わ
れ
た
、
と
の
伝
承
も
併
せ
考
え
る
と
き
、
朧お
ぼ
ろげ
な

が
ら
若
和
泉
太
郎
次
郎
の
論
功
行
賞
と
し
て
の
土
浦
拝
領
以
後
、
戦
国
に
至
る
間
の
若
泉
氏
に
よ
る
土
浦
在
住
が
想
定
さ

れ
る
の
で
す
。
あ
わ
せ
て
若
泉
氏
に
よ
る
瀧
泉
寺
、
不
動
院
開
創
伝
承
に
も
注
目
し
た
い
で
す
。

　
大
湿
地
帯
の
ど
こ
に
そ
の
居
所
あ
る
い
は
館
が
あ
っ
た
の
か
、中
城（
条
）か
、東
崎
か
、は
た
ま
た
そ
の
勢
力
の
規
模
は
。

こ
れ
ら
は
中
世
史
上
の
土
浦
研
究
の
難
し
く
も
楽
し
い
課
題
で
す
。

　
今
年
３
月
半
ば
か
ら
博
物
館
特
別
展『
土
浦
城
―
時
代
を
越
え
た
継
承
の
軌
跡
』が
始
ま
り
ま
す
。
そ
こ
で
も
若
泉
氏
に

迫
り
ま
す
。

　
ど
う
か
皆
様
、
ご
来
館
の
上
で
中
世
の
土
浦
に
も
思
い
を
馳
せ
て
下
さ
い
ま
す
よ
う
に
。

　
結
び
に
私
の
年
頭
愚
詠
で
す
。

▲中城山不動院（中央一丁目）▲補陀落山瀧泉寺（中央二丁目）

香
澄
立
つ
　
浦
辺
の
里
の
初
日
影

筑
波
川
な
る
　
水
面
に
そ
映
ゆ
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