
問
上
高
津
貝
塚
ふ
る
さ
と
歴
史
の
広
場（
☎
８
２
６
・
７
１
１
１
）

　
子
ど
も
郷
土
研
究
は
、
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
、
郷
土「
つ

ち
う
ら
」へ
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
に
実
施
し
て
い
ま
す
。
今
回
は
最
優
秀
賞
に
選
ば
れ
た
作
品

を
ご
紹
介
し
ま
す
。（
一
部
省
略
）

　
応
募
全
作
品
は
２
月
16
日
㈰
ま
で
上
高
津
貝
塚
ふ
る
さ
と
歴
史
の
広
場
で
展
示
し
て
い
ま
す
。

土
浦
の
醤し
ょ
う
ゆ油

、
こ
こ
に
あ
り
！

　
～
お
い
し
い
醤
油
の
歴
史
を
さ
ぐ
る
～

土
浦
小
　
６
年
　
木
村
　
美
友

第
43
回
子
ど
も
郷
土
研
究
最
優
秀
作
品

【
一
．
研
究
の
動
機
】

　
私
は
、
３
年
生
の
時
に
校
外
学

習
で
柴
沼
醤
油
工
場
の
見
学
に
行

き
ま
し
た
。
工
場
で
は
醤
油
を
つ

く
っ
て
い
る
だ
け
だ
ろ
う
と
思
っ

て
い
ま
し
た
が
、
実
際
は
醬
油
を

お
い
し
く
作
る
た
め
に
た
く
さ
ん

の
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分

か
り
ま
し
た
。
そ
の
工
夫
は
江
戸

時
代
か
ら
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ

と
を
知
り
、
工
場
の
歴
史
な
ど
に

つ
い
て
、
も
っ
と
く
わ
し
く
知
り

た
い
と
思
い
、
こ
の
研
究
の
テ
ー

マ
に
し
ま
し
た
。

【
二
．
研
究
の
方
法
】

・
図
書
館
の
本
や
資
料
を
調
べ
る

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
る

・
市
立
博
物
館
の
学
芸
員
さ
ん
に

話
を
聞
き
、
資
料
を
調
べ
る

・
醤
油
づ
く
り
に
関
係
す
る
場
所

に
行
く

【
三
．
知
り
た
い
こ
と
】

・
土
浦
の
醤
油
づ
く
り
の
歴
史
に

つ
い
て

・
土
浦
が
醤
油
づ
く
り
に
適
し
て

い
る
理
由
に
つ
い
て

・
土
浦
に
は
ど
の
く
ら
い
の
醤
油

工
場
が
あ
っ
た
か

・
土
浦
の
醤
油
づ
く
り
が
す
た
れ

た
理
由
に
つ
い
て

【
四
．
研
究
の
内
容
】

（
一
）土
浦
の
醤
油
づ
く
り
の
歴
史

①
大
国
屋
・
国こ

く
ぶ
か
ん
べ
え
そ
う
ざ
ん

分
勘
兵
衛
宗
山

土
浦
の
醤
油
づ
く
り
は
大
国
屋
・

国
分
勘
兵
衛
宗
山
に
よ
っ
て
始
ま

り
ま
し
た
。

　
宗
山
は
伊
勢
国（
三
重
県
）に
住

ん
で
い
ま
し
た
が
、
祖
先
で
あ
る

平た
い
ら
の
く
に
か

国
香
の
墓
参
り
で
土
浦
へ
お
と

ず
れ
た
時
に
、
土
浦
が
醤
油
づ
く

り
に
適
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、

醤
油
醸
造
を
始
め
る
こ
と
を
決
め

た
そ
う
で
す
。

　
そ
し
て
、
地
元
の
有
力
者
の
助

け
で
、
享
保
10（
１
７
２
５
）年
に

田
宿
町（
中
央
一
丁
目
）に
醸
造
所

を
作
り
、
大
国
屋「
キ
ッ
コ
ー
大
」

の
醤
油
づ
く
り
を
始
め
ま
し
た
。

②
土
浦
藩
主
の
手
助
け

　

土
屋
家
２
代
目
の
土
屋
政
直

は
、
土
浦
の
産
業
発
展
に
力
を
入

れ
て
い
ま
し
た
。
宗
山
は
土
浦
藩

の
助
け
で
醤
油
づ
く
り
を
発
展
さ

せ
、
さ
ら
に
当
時
江
戸
幕
府
の
老

中
で
あ
っ
た
政
直
の
力
で
、
将
軍

家
御
用
達
に
も
指
定
さ
れ
た
こ
と

で
、
国
分
家
以
外
に
も
た
く
さ
ん

の
豪
商
が
醤
油
づ
く
り
を
始
め
ま

し
た
。
そ
し
て
、
野
田
・
銚
子
に

次
ぐ
醤
油
三
大
産
地
に
な
っ
て

い
っ
た
の
で
す
。

（
二
）土
浦
が
醤
油
づ
く
り
に
適
し

て
い
る
理
由

市
立
博
物
館
の
関
口
さ
ん
に
、

次
の
お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

①
豊
富
な
原
材
料
に
恵
ま
れ
た

江
戸
時
代
、
桜
川
流
域
で
は
米

の
他
に
良
質
な
小
麦
や
大
豆
を
大

量
生
産
し
、
土
浦
だ
け
で
な
く
野

田
や
銚
子
に
も
売
っ
て
い
た
そ
う

で
す
。

ま
た
、
塩
も
千
葉
県
の
行
徳
や

兵
庫
県
の
赤
穂
か
ら
簡
単
に
手
に

入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

②
醤
油
づ
く
り
に
適
し
た
気
候

　
土
浦
は
か
す
み
が
浦
の
湖
畔
に

位
置
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
寒
暖

の
差
が
少
な
く
、
気
象
条
件
に
恵

ま
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

③
じ
ゅ
要
地
が
近
く
に
あ
っ
た

　
醤
油
は
江
戸
時
代
で
は
ぜ
い
た

く
品
で
、
主
に
武
家
や
商
家
が

買
っ
て
い
ま
し
た
。
土
浦
は
、
そ

の
多
く
が
住
ん
で
い
る
江
戸
に
近

く
、地
理
に
恵
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

④
運
搬
に
必
要
な
水
運

　
江
戸
時
代
の
主
な
運
搬
方
法
は

水
運
で
す
。
土
浦
は
じ
ゅ
要
地
の

江
戸
と
水
路
で
つ
な
が
っ
て
い
た

の
で
、
重
い
醤
油
の
た
る
を
船
で

簡
単
に
運
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

（
三
）土
浦
に
は
ど
の
く
ら
い
の
醤

油
工
場
が
あ
っ
た
か

①
国
分
勘
兵
衛
宗
山
以
外
の
醸
造
家

　
宗
山
が
醤
油
づ
く
り
を
始
め
た

あ
と
、
色
川
家
や
結
束
家
、
柴
沼

家
な
ど
が
続
々
と
醸
造
業
を
始
め

ま
し
た
。「
醤
油
屋
仲
間
証
文
帳
」

に
よ
る
と
、
９
名
で
醤
油
屋
仲
間

が
結
成
さ
れ
、
最
大
で
19
名
ま
で

増
え
た
記
録
が
あ
り
ま
す
。

②
主
な
醸
造
家

○
色い

ろ
か
わ川

三さ
ぶ
ろ
べ
え

郎
兵
衛

　
紀
州（
和
歌
山
県
）の
色
川
村
の

出
身
で
、
江
戸
時
代
初
め
に
土
浦

に
移
住
し
ま
し
た
。
現
在
の
中
央

一
丁
目
に
工
場
が
あ
り
、
大
国
屋

に
次
ぐ
第
２
位
の
生
産
高
を
上

げ
、
明
治
30
年
代
ま
で
醸
造
を
続

け
ま
し
た
。

○
結け

っ
そ
く束

弥や

へ

え
兵
衛

　
結
束
家
の
醤
油
工
場
は
、
現
在

の
大
町
に
あ
り
ま
し
た
。

○
大お

お
く
ぼ
久
保
武ぶ

へ

え
兵
衛

　

大
国
屋
勘
兵
衛
に
奉
公
し
た

後
、
現
在
の
中
城
通
り
に
開

業
し
ま
し
た
。
当
初
は
絞し

め
ゆ油
を

売
っ
て
い
ま
し
た
が
、
明
治
13

（
１
８
８
０
）年
に
勘
兵
衛
が
土
浦

か
ら
て
っ
退
し
た
時
に
工
場
を
引

き
継
ぎ
ま
し
た
。
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○
菊き

く
ち池
清せ

い
え
も
ん

右
衛
門

桜
川
南
岸
の
下
高
津
で
明
治
時

代
か
ら
昭
和
20
年
代
ま
で
醤
油
を

つ
く
っ
て
い
ま
し
た
。

③
醤
油
商
標
に
つ
い
て

土
浦
に
は
最
大
で
19
の
醤
油
工

場
が
あ
り
ま
し
た
が
、
作
っ
た
工

場
な
ど
に
よ
っ
て
区
別
す
る
よ
う

な
商
標
記
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
の
中
で
も
キ
ッ
コ
ー
と
い
う

印
は
、
大
国
屋
の「
キ
ッ
コ
ー
大
」

か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
由

来
は
、
醤
油
づ
く
り
を
始
め
た
時

に
、
土
浦
城
の
別
名
で
あ
る
亀
城

か
ら
、そ
の
形
を
と
っ
た
そ
う
で
す
。

　

博
物
館
の
関
口
さ
ん
に
よ
る

と
、
キ
ッ
コ
ー
マ
ン
で
有
名
な
野

田
で
は
、
香
取
神
社
に
奉
納
さ
れ

て
い
る
神
鏡
の
裏
に
描
か
れ
て
い

る
亀
か
ら
と
っ
た
と
も
言
わ
れ
て

い
る
よ
う
で
す
。

（
四
）土
浦
の
醤
油
が
す
た
れ
た
理
由

土
浦
の
醤
油
生
産
は
、
江
戸
時

代
末
期
か
ら
徐
々
に
生
産
高
が
減

少
し
て
い
き
ま
す
。

　
特
に
、
明
治
12（
１
８
７
９
）年

に
生
産
高
第
１
位
の
大
国
屋
徳
兵

衛
が
大
久
保
武
兵
衛
へ
工
場
を
ゆ

ず
り
、
第
２
位
の
色
川
三
郎
兵
衛

も
明
治
37（
１
９
０
４
）年
に
廃
業

す
る
と
一
気
に
す
た
れ
て
し
ま

い
、
現
在
で
は
柴
沼
醤
油
さ
ん
１

社
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。

な
ぜ
土
浦
の
醤
油
づ
く
り
は
す
た

れ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
市
立
博
物

館
の
関
口
さ
ん
に
お
話
し
を
う
か

が
い
ま
し
た
。

①
販
売
先
が
す
い
た
い
し
て
し

ま
っ
た

土
浦
で
作
ら
れ
た
醤
油
は
と
て

も
品
質
が
良
く
高
価
で
あ
っ
た
た

め
、
主
な
販
売
先
は
武
家
や
商
家

で
し
た
。
江
戸
時
代
が
終
わ
る
と

武
家
が
な
く
な
り
、
販
売
先
が
少

な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

②
野
田
醤
油
と
の
競
争
に
負
け
た

時
代
が
進
む
に
つ
れ
、
水
運
か

ら
陸
運
に
変
わ
り
、
原
材
料
も
外

国
産
の
安
い
も
の
が
簡
単
に
手
に

入
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
う
な
る
と
、
醤
油
三
大
生
産
地

の
う
ち
東
京
に
一
番
近
い
野
田
が

有
利
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
な
ん
と
い
っ
て
も
、

野
田
の
醸
造
家
８
社
が
大
正
６
年

に
合
ぺ
い
し
て
大
き
な
会
社（
今

の
キ
ッ
コ
ー
マ
ン
）に
な
っ
た
こ

と
で
す
。
品
質
を
高
め
な
が
ら
大

量
生
産
が
で
き
、
良
い
も
の
を
よ

り
安
く
販
売
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

し
か
し
、
土
浦
で
は
大
国
屋

が
醤
油
づ
く
り
を
や
め
た
あ
と
、

残
っ
た
醸
造
家
が
昔
の
ま
ま
醤
油

づ
く
り
を
行
っ
て
い
た
の
で
、
野

田
に
か
な
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。

③
が
ん
ば
る
柴
沼
醤
油

　
し
か
し
、
現
在
で
も
柴
沼
醤
油

の
キ
ッ
コ
ー
正
印
は
と
て
も
品
質

が
高
く
、
人
気
が
あ
り
ま
す
。
昔

な
が
ら
の
木
だ
る
で
地
元
の
原
材

料
を
利
用
し
な
が
ら
、
最
新
式
の

機
械
で
品
質
を
管
理
し
て
つ
く
っ

て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
の
ほ

か
、
お
菓
子
に
も
使
わ
れ
て
い
て

醤
油
の
新
し
い
使
い
方
だ
と
思
い

ま
し
た
。
大
量
生
産
で
は
な
く
、

良
い
も
の
を
つ
く
っ
て
い
く
と
い

う
柴
沼
醤
油
さ
ん
の
考
え
方
は
、

土
浦
で
つ
く
っ
て
い
る
こ
と
を
と

て
も
ほ
こ
り
に
思
っ
て
い
る
の
だ

な
と
い
う
こ
と
が
よ
く
分
か
り
ま

し
た
。

【
五
．
感
想
】

　
は
じ
め
は
、
醤
油
の
つ
く
り
方

に
つ
い
て
調
べ
よ
う
か
と
思
っ
た

の
で
す
が
、
調
べ
て
い
る
う
ち
に

歴
史
に
興
味
が
わ
い
て
き
た
の

で
、
土
浦
の
醤
油
づ
く
り
の
歴
史

に
つ
い
て
調
べ
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。
思
っ
た
以
上
に
お
く
深
く
、

ま
と
め
る
の
が
と
て
も
大
変
で
し

た
。
私
が
一
番
印
象
に
残
っ
た
の

は
、
商
標
記
号
の「
キ
ッ
コ
ー
マ

ン
」の
マ
ー
ク
で
す
。
こ
の
マ
ー

ク
は
、
多
く
の
業
者
が
使
っ
て
い

て
、
今
で
は
醤
油
の
代
名
詞
と
ま

で
言
え
る
そ
う
で
す
。
こ
れ
が
、

土
浦
の
亀
城
に
ち
な
ん
で
つ
け
ら

れ
た
と
考
え
る
と
、
と
て
も
う
れ

し
く
な
り
ま
す
。
他
に
も
色
々
な

商
標
記
号
が
あ
り
ま
す
が
、
ど
れ

も
素
敵
な
形
だ
と
思
い
ま
す
。
見

て
い
る
だ
け
で
も
と
て
も
興
味
深

い
で
す
。

　
今
回
調
べ
て
分
か
っ
た
土
浦
の

醤
油
の
素
晴
ら
し
さ
を
、
一
人
で

も
多
く
の
人
に
知
っ
て
も
ら
え
る

よ
う
、
広
め
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

最優秀賞

土浦の醤油、ここにあり！
～おいしい醤油の歴史をさぐる～ 土浦小 ６年 木村美友

優秀賞

ぼくの家の前の道 真鍋小 ４年 村井輝貴

水とともに生きる土浦のまち
～城下町土浦の歴史をさぐる～ 都和小 ５年 石川久瑠美

オリンピック・パラリンピックと土浦
～土浦のオリムピック噺～ 土浦四中 １年 関谷　譲

土浦のレンコン 土浦五中 ２年 石川健太郎

優良賞

長塚節についての郷土研究 真鍋小 ６年 内海　光

土浦市の歴史について 真鍋小 ６年 栗原莉央奈

土浦城のひみつ 土浦五中 ２年 和智美咲

縄文時代のおおつ野 土浦五中 １年 鈴木　奏

土浦市の歴史と生活、
今の時代と、どこが違うか 土浦五中 １年 萩原　希

努力賞

縄文時代の土浦市 土浦五中 ２年 田畑あみ

学校賞／土浦第五中学校

第43回子ども郷土研究入賞作品一覧
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