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白
河
の
究
極
の
資
源
は
、
南
湖
公
園
だ
と

思
い
ま
す
。
国
で
は
「
歴
史
的
資
源
を
活
用

し
た
観
光
ま
ち
づ
く
り
」
を
進
め
て
い
て
、

２
０
２
０
年
ま
で
に
全
国
で
２
０
０
の
地
域
を

指
定
し
、
地
域
に
残
る
古
民
家
等
の
歴
史
的
資

源
を
観
光
や
地
域
振
興
に
生
か
そ
う
と
す
る
、

新
た
な
取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。
ふ
る
さ

と
納
税
の
活
用
や
都
市
計
画
法
等
の
規
制
の
見

直
し
な
ど
も
検
討
さ
れ
、
こ
の
取
り
組
み
を
南

湖
公
園
で
で
き
た
ら
面
白
い
と
思
い
ま
す
。
古

民
家
を
集
積
さ
せ
、
茶
道
や
華
道
の
ワ
ー
ク
シ

ョ
ッ
プ
を
実
施
し
た
り
、
定
信
公
と
の
歴
史
を

絡
め
て
何
か
企
画
を
し
か
け
た
ら
、
た
く
さ
ん

の
人
を
呼
び
込
め
る
と
思
い
ま
す
。

　
コ
ミ
ネ
ス
の
公
演
事
業
に
あ
わ
せ
て
南
湖
公

園
ま
で
巡
回
バ
ス
を
走
ら
せ
た
り
、
ふ
る
さ
と

納
税
を
し
た
方
を
体
験
型
ツ
ア
ー
に
招
待
す

る
こ
と
も
面
白
い
と
思
い
ま
す
。
有
名
な
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
を
招
へ
い
す
る
こ
と
も
大
事
で
す
が
、

こ
ん
ぴ
ら
歌
舞
伎
の
金
丸
座
や
松
本
市
の
セ
イ

ジ
・
オ
ザ
ワ
松
本
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
な
ど
の
よ

う
に
、
こ
の
時
期
に
白
河
へ
行
け
ば
面
白
い
文

化
体
験
が
で
き
る
と
習
慣
づ
け
る
継
続
的
な
取

り
組
み
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

　
昨
年
末
か
ら
白
河
を
舞
台
に
服
飾
文
化
を
題

材
と
し
た
連
載
を
書
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
書

く
に
あ
た
り
文
化
と
は
何
か
、
文
化
が
ど
の

よ
う
に
で
き
る
の
か
を
考
え
て
い
ま
し
た
。
歌

舞
伎
な
ど
の
伝
統
的
文
化
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、

現
代
の
日
本
文
化
も
世
界
中
で
認
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
具
体
的
な
例
と
し
て
、
ボ
ー
カ
ロ
イ
ド

の
「
初は

つ

音ね

ミ
ク
」
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
著
作
権

で
使
用
を
制
限
す
る
の
で
は
な
く
、
広
く
一
般

に
開
放
し
た
こ
と
で
、
大
勢
の
ク
リ
エ
イ
タ
ー

が
「
初
音
ミ
ク
」
で
音
楽
を
作
り
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
に
投
稿
し
、
一
躍
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
を

起
こ
し
ま
し
た
。
ひ
と
つ
の
“
フ
ッ
ク
”
に
大

衆
が
巻
き
込
ま
れ
、
本
人
も
予
測
不
可
能
な
方

向
に
転
が
っ
て
い
く
の
が
、
文
化
の
出
来
る
過

程
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
の
交
響
曲
「
第
九
」
が
日
本

で
初
め
て
演
奏
さ
れ
た
徳
島
県
で
は
、
オ
ー
ケ

ス
ト
ラ
と
初
音
ミ
ク
が
コ
ラ
ボ
し
大
き
な
反
響

を
呼
び
ま
し
た
。
コ
ミ
ネ
ス
が
オ
ー
プ
ン
し
た

と
聞
い
た
と
き
に
、
初
音
ミ
ク
と
コ
ラ
ボ
で
き

な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。
そ
の
集
客
力
と
知
名

度
は
も
の
凄
く
、
白
河
を
世
界
に
発
信
す
る
ひ

と
つ
の
“
フ
ッ
ク
”
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　
日
産
自
動
車
の
常
務
時
代
に
、
ゴ
ー
ン
社
長

か
ら
「
共
感
力
」
に
つ
い
て
、
徹
底
的
に
教
え

込
ま
れ
ま
し
た
。
国
際
的
に
活
躍
す
る
人
の
共

通
点
と
し
て
、「
自
分
と
は
違
う
人
に
興
味
を

持
ち
、
共
感
し
、
敬
意
を
払
う
姿
勢
が
あ
る
と

こ
ろ
だ
」
と
彼
は
言
い
ま
す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な

ビ
ジ
ネ
ス
を
展
開
す
る
う
え
で
は
、
語
学
に
も

ま
し
て
重
要
だ
と
何
度
も
聞
か
さ
れ
ま
し
た
。

　
私
の
会
社
で
も
、
社
員
の
共
感
力
を
高
め
る

た
め
に
、
海
外
の
工
場
か
ら
人
材
を
投
入
し
て

い
ま
す
。
共
感
力
を
高
め
る
た
め
に
は
、
自

分
と
違
う
も
の
に
接
す
る
経
験
が
必
要
で
あ
り
、

そ
の
機
会
と
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
は
、
企
業

が
成
長
す
る
た
め
に
必
ず
必
要
な
こ
と
で
す
。

　
行
政
や
教
育
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え

る
と
思
い
ま
す
。
外
国
人
に
よ
る
語
学
指
導
は

い
い
例
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
文
化
創
造

都
市
宣
言
に
よ
っ
て
、
市
民
に
ど
の
よ
う
な
メ

リ
ッ
ト
を
提
供
で
き
る
か
が
大
事
な
こ
と
で
す
。

文
化
芸
術
に
は
、
表
現
力
を
高
め
、
他
者
と
の

共
感
を
可
能
に
す
る
力
が
あ
り
ま
す
。
若
い
人

達
に
、
多
く
の
経
験
の
場
を
与
え
、
グ
ロ
ー
バ

ル
な
世
界
で
活
躍
で
き
る
人
を
育
て
て
ほ
し
い

と
思
い
ま
す
。

　

キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
温
故
知
新
」。
特
に
「
新

ら
し
き
を
知
る
」
の
部
分
が
重
要
で
、
い
か
に

現
代
に
マ
ッ
チ
し
た
新
た
な
文
化
を
創
造
で
き

る
か
だ
と
思
い
ま
す
。
以
前
、
京
都
に
住
ん
で

い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
京
都
は
千
年
の
都
で

す
が
、
決
し
て
古
臭
く
感
じ
ま
せ
ん
。
む
し
ろ

新
し
い
文
化
価
値
を
常
に
生
み
出
し
て
ま
す
。

　
時
代
祭
は
、
明
治
28
年
に
始
め
ら
れ
た
比
較

的
新
し
い
お
祭
り
で
す
が
、
平
安
時
代
を
起
源

と
す
る
葵あ

お
い

祭
、
祇
園
祭
と
あ
わ
せ
て
、
京
都
三

大
祭
り
の
ひ
と
つ
に
ま
で
価
値
を
高
め
ま
し
た
。

　
和
菓
子
の
「
八
つ
橋
」
は
、
そ
の
歴
史
を
江

戸
時
代
ま
で
遡
り
ま
す
が
、
観
光
土
産
で
人
気

の
「
生
八
つ
橋
」
は
戦
後
に
考
案
さ
れ
た
新
し

い
食
文
化
で
す
。「
古
い
も
の
」
を
そ
の
時
代

に
受
入
れ
ら
れ
る
「
新
し
い
も
の
」
に
再
編
成

す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
「
故ふ

る

き
を
温た

ず

ね
て
」
の
基
盤
に
な
る
の
は
歴

史
で
す
。
白
河
に
は
、
南
湖
公
園
、
白
河
の
関
、

小
峰
城
や
提
灯
ま
つ
り
と
い
っ
た
古
く
て
い
い

も
の
が
残
っ
て
い
ま
す
。
５
月
に
小
峰
城
を
舞

台
に
開
催
さ
れ
る
薪た

き
ぎ

能
の
よ
う
な
、
古
い
も
の

と
コ
ラ
ボ
し
た
新
し
い
取
り
組
み
を
世
界
に
発

信
し
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　
今
回
は
、
市
制
施
行
10
周
年
記
念
式
典
で
公
表
さ
れ
た

「
文
化
創
造
都
市
宣
言
」
を
テ
ー
マ
に
、
今
後
の
具
体
的

な
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
し
ら
か
わ
大
使
の
皆
さ
ん
か
ら

ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
今
月
号
で
は
、
そ
の
内
容
を
抜
粋
し
て
お
届
け
し
ま
す
。

　
芸
術
を
創
る
の
は
人
で
あ
り
、
文
化
を
創
る

の
は
市
民
だ
と
思
い
ま
す
。
大
河
ド
ラ
マ
「
真

田
丸
」
の
題
字
を
書
い
た
の
は
書
家
で
は
な

く
、
左
官
職
人
が
コ
テ
で
土
壁
に
書
い
た
も
の

で
す
。
左
官
職
人
を
芸
術
家
と
認
識
し
た
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
作
品
に
触
れ
共
感

を
覚
え
ま
し
た
。
共
感
か
ら
感
動
が
生
ま
れ
た

と
き
、
そ
れ
は
芸
術
と
い
え
ま
す
。
か
つ
て
農

家
で
日
常
的
に
作
ら
れ
て
い
た
ム
シ
ロ
や
日
本

人
の
お
も
て
な
し
の
心
で
さ
え
も
、
感
動
を
与

え
る
ほ
ど
に
磨
き
上
げ
れ
ば
、
芸
術
と
い
え
ま

す
。
料
理
も
そ
う
で
す
が
、
高
い
レ
ベ
ル
に
到

達
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
裏
側
を
知
り
、
理
解

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
芸
術
舞
台
の
裏
側
を

見
せ
る
こ
と
も
大
切
で
す
。

　
私
た
ち
が
捨
て
て
し
ま
っ
た
日
本
古
来
の
風

習
の
中
に
は
、
外
国
人
に
と
っ
て
魅
力
的
な
も

の
も
あ
り
ま
す
。
日
本
人
は
祭
り
や
二
十
四

節
気
、
七
十
二
候
の
年
中
行
事
を
通
じ
て
人
間

形
成
の
基
礎
を
養
っ
て
き
ま
し
た
。
白
河
に
し

か
な
い
無
形
文
化
や
品
格
を
も
う
一
度
見
つ
め

直
し
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
活
動
を
街
に
残
せ
ば
、

コ
ミ
ネ
ス
に
訪
れ
た
人
々
が
、
白
河
の
芸
術
性

に
共
感
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

歴
史
的
資
源
を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く
り

現
代
日
本
文
化
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン

「
古
い
も
の
」
か
ら
「
新
し
い
も
の
」
を

創
造
す
る

共
感
力
を
高
め
る
た
め
の
経
験
の
場

白
河
に
し
か
な
い
文
化
を
磨
き
上
げ
る

『
文
化
創
造
都
市
白
河
』

　
に
向
け
て

◎特集２／しらかわ大使からの提言


