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白
河
市
の
南
湖
公
園
は
、「
寛
政
の
改
革
」
を
推

進
し
、
近
世
の
代
表
的
名
君
と
い
わ
れ
た
松
平
定

信
が
享
和
元
年
（
1
8
0
1
）
に
造
営
し
、
四
民
（
士

農
工
商
）
共
楽
の
た
め
に
開
放
し
た
「
日
本
最
初
の

公
園
」
で
す
。
そ
し
て
開
園
か
ら
ち
ょ
う
ど
2
0

0
年
を
経
た
今
も
、
南
湖
は
市
民
の
暮
ら
し
の
中

で
ご
く
自
然
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、

白
河
市
歴
史
民
俗
資
料
館
学
芸
員
の
佐
川
庄
司
さ

ん
に
お
話
を
伺
い
な
が
ら
、
定
信
の
善
政
や
庭
園

思
想
を
た
ど
り
、
現
代
に
も
通
じ
る
南
湖
の
先
駆

的
精
神
を
探
っ
て
み
ま
し
た
。

「
寛
政
の
改
革
」
の
後
、
白
河
藩
政
に
専
念
す
る
よ

う
に
な
っ
た
定
信
が
、
地
域
の
殖
産
興
業
策
の
一
つ
と

し
て
取
り
組
ん
だ
の
が
、
南
湖
の
開
拓
で
し
た
。
当
時

の
南
湖
は
、
”大
沼
“と
呼
ば
れ
る
貯
水
沼
で
し
た
が
、

い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
堤
が
壊
れ
水
が
抜
け
、
雑
草
の
茂

る
荒
れ
た
沼
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
定
信
は
、

貧
困
者
救
済
も
兼
ね
て
改
修
工
事
を
行
い
、
沼
の
水
を

灌
漑

か
ん
が
い

に
用
い
た
新
田
を
次
々
に
開
い
た
の
で
す
。
当

時
は
幕
藩
体
制
が
大
き
く
揺
ら
ぎ
、
相
次
ぐ
年
貢
増
徴

と
商
品
経
済
の
展
開
で
没
落
し
た
農
民
が
年
々
増
加

し
、
社
会
不
安
も
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
24
歳
の
時
に

著
し
た
代
表
的
政
治
論
「
国
本
論
」
の
中
で
「
民
は
国

の
本も

と

で
あ
る
」
と
説
き
、「
農
は
国
の
本も

と

」
を
信
条
と
す

る
定
信
が
最
も
力
を
入
れ
た
の
は
、「
天
明
の
大
飢
き

ん
」
以
来
疲
弊
し
た
農
村
を
再
建
し
、
よ
り
生
産
力
が

豊
か
な
農
村
を
つ
く
り
上
げ
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。

新
田
開
発
自
体
は
、
当
時
、
全
国
の
諸
藩
で
も
行
わ
れ

て
い
た
政
策
の
一
つ
で
し
た
。「
並
の
大
名
な
ら
ば
こ

こ
で
止
ま
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
そ
こ
に
近
代
的
な
『
庭

園
思
想
』
を
加
え
て
整
備
し
た
と
こ
ろ
に
、
定
信
の
卓

越
し
た
政
治
思
想
が
窺

う
か
が

わ
れ
ま
す
」
と
、
佐
川
さ
ん
は

話
し
ま
す
。

■
先
駆
的
な
発
想
が
生
ん
だ
自
然
公
園

儒
学
や
音
楽
・
和
歌
・
書
・
絵
画
な
ど
に
も
秀
で
、
当

代
き
っ
て
の
文
化
人
で
も
あ
っ
た
定
信
は
、
風
雅
を
愛

し
、
作
庭
に
も
造
け
い
が
深
く
、
生
涯
に
５
つ
も
の
名

園
を
作
り
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
唯
一
現
存
す
る
の
が

南
湖
で
す
が
、
こ
の
公
園
は
、
定
信
の
先
駆
的
な
庭
園

観
を
最
も
主
張
し
た
も
の
と
い
え
ま
す
。
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
佐
川
さ
ん
は
、「
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ま
で
に
も

諸
藩
に
大
名
庭
園
と
い
う
も
の
は
あ
り
ま
し
た
。
し

か
し
そ
れ
ら
は
、
城
内
ま
た
は
別
邸
（
下
屋
敷
な
ど
）

に
築
か
れ
た
も
の
、
つ
ま
り
あ
く
ま
で
藩
主
と
そ
の
家

臣
の
た
め
の
も
の
に
す
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
に

対
し
、
南
湖
は
身
分
の
隔
て
な
く
、
藩
主
と
と
も
に
領

ま
た
、
湖
畔
を
歩
い
て
み
る
と
、
南
湖
が
作
為
的
な

形
式
美
に
と
ら
わ
れ
な
い
自
然
公
園
で
あ
る
こ
と
に

気
付
き
ま
す
。「
こ
れ
は
『
作
る
べ
き
庭
は
地
勢
に
従

い
、
で
き
る
だ
け
自
然
に
近
い
形
を
ま
ね
る
、
あ
る
い

は
残
す
べ
き
で
あ
る
』
と
い
う
定
信
の
庭
園
観
が
存
分

に
生
か
さ
れ
た
か
ら
で
す
ね
」と
分
析
す
る
佐
川
さ
ん
。

定
信
は
、
江
戸
時
代
を
代
表
す
る
茶
人
で
も
あ
り
ま
し

た
が
、
茶
の
湯
の
神
髄
と
は
ま
さ
に
自
然
体
。
さ
ま
ざ

ま
な
文
化
的
素
養
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
、
定
信
の
「
真

善
美
を
見
極
め
る
」
眼
が
、
あ
り
の
ま
ま
の
自
然
に
本

当
の
価
値
を
見
い
出
し
、
そ
れ
が
南
湖
と
い
う
形
に
結

実
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

見
識
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
数
々
の
善
政
を
遺の

こ

す
こ
と
が
で

き
た
の
で
し
ょ
う
。
と
も
あ
れ
定
信
は
、「
世
に
と
っ

民
も
共
に
楽
し
む
と
い
う
『
四
民
共
楽
』
の
思
想
を
基

本
と
し
て
造
園
さ
れ
、
開
放
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
先
駆

的
な
意
義
を
持
っ
て
い
ま
す
」
と
検
証
し
ま
す
。
南
湖

の
完
成
は
、
近
世
に
は
概
念
の
な
か
っ
た
「
パ
ブ
リ
ッ

ク
ガ
ー
デ
ン
・
公
園
」
の
誕
生
で
し
た
。

定
信
は
、
湖
面
北
側
の
鏡
山
に
茶
室
「
共
楽
亭
」
を

建
て
て
庶
民
に
も
開
放
し
ま
し
た
。
定
信
自
身
が
「
共

楽
亭
」
を
詠
題
と
し
て
詠
ん
だ
和
歌
に
、「
山
水
の
高

き
低
き
も
隔
て
な
く
共
に
楽
し
き
円
居
す
ら
し
も
」
が

あ
り
ま
す
。
佐
川
さ
ん
は
こ
の
和
歌
に
つ
い
て
「
こ
れ

に
は
、
身
分
の
高
い
低
い
に
関
係
な
く
、
共
に
集
ま
っ

て
楽
し
も
う
で
は
な
い
か
と
い
う
意
が
込
め
ら
れ
て

お
り
、
南
湖
の
造
営
に
対
す
る
定
信
自
身
の
思
想
が
最

も
よ
く
表
さ
れ
た
和
歌
と
い
え
ま
す
ね
」と
話
し
ま
す
。

開
園
か
ら
２
０
０
年

名
君
・
松
平
定
信
と

南
湖
公
園
の
先
駆
的
精
神借景とする那須連峰が、鏡のように湖面に映る南湖公園。定信が庶民とともに風月を楽しむことを理想としたその美しさは

今も、多くの人々を引きつけてやみません

定信が、南湖の最も眺望のよい場所に建てた茶室「共楽亭」。その室内には、身分の隔てなく共
に楽しむため、鴨居や敷居がありません。すぐ隣に、定信の歌碑が建てられています

南湖真景図（複製品） 上下の絵で南湖を周遊したように描かれていて、当時のたたずまいが今
もそのまま残されていることが見てとれます

て
本
当
に
大
切
な
も
の
は
何
か
」
を
知
る
、
卓
越
し
た

近
世
の
政
治
家
で
あ
り
文
化
人
で
あ
っ
た
と
い
え
る

で
し
ょ
う
。

■
南
湖
の
精
神
を
未
来
へ

文
化
元
年
（
１
８
０
４
）
に
建
立
さ
れ
、
定
信
の
家

臣
で
あ
っ
た
儒
学
者
・
広
瀬
蒙
斎

も
う
さ
い

が
記
し
た
「
南
湖

開
鑿

か
い
さ
く

の
碑
」
に
は
、
南
湖
造
営
の
経
緯
が
書
か
れ
て
い

ま
す
が
、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
言
葉
で
結
ば
れ
て
い
ま

す
。「
こ
こ
に
遊
び
に
来
る
人
は
絶
え
ず
、
美
し
い
眺

め
を
見
て
喜
ん
だ
。
数
十
年
を
経
た
ら
ど
ん
な
だ
ろ

う
。
そ
の
時
、
人
々
は
定
信
公
の
お
か
げ
で
あ
る
こ
と

を
知
る
だ
ろ
う
か
。
遊
び
に
は
来
て
も
そ
の
根
源
を

知
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
今
後
遊
び
に
来
る
人
は
、
こ
の

こ
と
を
考
え
て
く
だ
さ
い
」（
原
文
は
漢
文
）
―
―
。
し

か
し
こ
れ
は
、
地
元
の
人
々
に
と
っ
て
は
杞
憂
に
す
ぎ

ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
こ
白
河
で
は
、
定
信
の
遺
徳
が
市

民
精
神
と
し
て
受
け
継
が
れ
、
南
湖
を
愛
す
る
心
が
確

か
に
息
づ
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
造
営
当
初
か
ら
市

民
の
も
の
と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
た
歴
史
を
踏
ま
え

れ
ば
、
ご
く
自
然
な
こ
と
の
よ
う
に
思
え
て
な
り
ま
せ

ん
。
そ
し
て
今
年
、
南
湖
開
園
２
０
０
年
を
記
念
し
、

白
河
で
は
大
茶
会
、「
定
信
と
庭
園
│
南
湖
と
大
名
庭

園
│
」
企
画
展
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
の
開
催
を
通

し
て
、
あ
ら
た
め
て
定
信
の
遺
徳
を
し
の
び
、
未
来
へ

と
語
り
継
ご
う
と
し
て
い
ま
す
。

現
代
で
は
、
全
国
各
地
で
「
美
し
い
景
観
づ
く
り
」

へ
の
取
り
組
み
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

理
想
は
ま
さ
に
「
自
然
の
も
の
を
自
然
の
ま
ま
に
」
―

―
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
定
信
が
遙は

る

か
昔
に
造
営
し
た
南

湖
の
先
駆
的
精
神
に
、
２
０
０
年
を
経
た
今
、
よ
う
や

く
人
々
が
気
付
き
始
め
た
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。

わ
た
し
た
ち
が
こ
れ
か
ら
目
指
す
べ
き
理
想
の
風
景
、

そ
れ
は
「
平
成
の
南
湖
づ
く
り
」
な
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

■
傑
出
し
た
名
君
な
ら
で
は
の
南
湖
造
営

西
の
那
須
連
峰
と
東
南
の
関
山
を
借
景
と
し
、
四

季
折
々
に
趣
深
い
表
情
を
見
せ
る
南
湖
公
園
。
こ
の

公
園
は
、
白
河
藩
主
で
幕
府
老
中
首
座
を
務
め
た
松

平
定
信
の
政
治
的
手
腕
と
文
化
的
素
養
が
い
か
ん
な

く
発
揮
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
見
事
に
結
実
し
て
造
営
さ

れ
た
も
の
で
し
た
。

松
平
定
信

宝
暦
八
年
（
１
７
５
８
）
生
ま
れ
。「
天
明
の
大
飢
き

ん
」
の
さ
な
か
、
天
明
三
年
（
１
７
８
３
）
に
若
き
白
河

藩
主
と
な
っ
た
定
信
は
、
藩
の
困
窮
を
救
い
、「
白
河
で

は
餓
死
者
を
一
人
も
出
さ
な
か
っ
た
」
と
言
わ
れ
る
ほ

ど
の
成
果
を
挙
げ
た
。
こ
の
実
績
を
評
価
さ
れ
、
天
明

七
年
（
１
７
８
７
）
幕
府
の
老
中
首
座
に
就
任
、「
寛
政

の
改
革
」
を
断
行
し
て
中
央
政
治
を
リ
ー
ド
し
た
。
寛

政
五
年
（
１
７
９
３
）、
老
中
を
辞
し
、
再
び
白
河
藩
政

に
専
念
。
数
多
く
の
地
域
事
業
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、

学
問
・
芸
術
の
道
を
究
め
、
当
代
き
っ
て
の
文
化
人
と
し

て
の
名
を
高
め
て
ゆ
く
。
文
政
十
二
年
（
１
８
２
９
）、

72
歳
で
没
。

松
平
定
信
画
像

こ
れ
は
定
信
自
ら
画
筆
を
と
っ
た
自
画
像
を
下
絵

と
し
て
、
狩
野
派
の
絵
師
が
仕
上
げ
た
も
の
で
、
現
在
は
福
島
県
立

博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
（
写
真
提
供：

福
島
県
立
博
物
館
）

「南湖は白河城（小峰城）の南方にあることや、中国の詩人・李白の詩句「南湖秋水夜無煙」に
ちなんで命名されました」と語る佐川さん（左）。南湖開鑿の碑（右）には、定信の「造営の理
念」が刻まれています
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