
　
大
正
11
年
（
１
９
２
２
）
に
南
湖

神
社
の
社
殿
が
完
成
す
る
と
、
同
年

６
月
12
日
、
東
京
の
松ま

つ

平だ
い
ら

定さ
だ

晴は
る（
定さ

だ

信の
ぶ

の
子
孫
）
子し

爵し
ゃ
く

家け

か
ら
白
河
に
御

神
体
が
奉
送
さ
れ
ま
し
た
。
御
神
体

に
は
、
松
平
子
爵
、
徳と

く

川が
わ

宗そ
う

家け

代
表
、

渋し
ぶ

沢さ
わ

栄え
い

一い
ち

、
さ
ら
に
奉
迎
に
上
京
し

た
表
徳
会
関
係
者
が
随
伴
。
一
行
を

乗
せ
た
列
車
は
、
午
後
７
時
40
分
に

白
河
駅
に
到
着
し
ま
し
た
。

　
駅
前
に
は
、
白
河
町
民
を
は
じ
め

近
隣
の
人
々
が
大
勢
集
ま
り
、
立り

っ

錐す
い

の
余
地
も
な
い
ほ
ど
で
し
た
。
出
迎

え
の
町
民
が
大
小
数
千
の
提ち

ょ
う

灯ち
ん

を
掲

げ
た
様
子
は
「
ま
さ
に
火
の
海
の
よ

う
で
あ
っ
た
」
と
渋
沢
は
驚
い
て
い

ま
す
。

  

御
神
体
の
行
列
は
、
神
職
・
楽が

く

人に
ん

、

御
神
体
、
そ
の
後
ろ
に
松
平
子
爵
、

渋
沢
、
表
徳
会
の
役
員
な
ど
が
続
き
、

各
町
内
の
高た

か

張は
り

提
灯
が
掉と

う

尾び

を
飾
り

ま
し
た
。

  

白
河
駅
か
ら
中
町
、
天
神
町
を
通

り
、
一
番
町
か
ら
九
番
町
を
経
て
南

湖
に
到
着
す
る
と
、
湖
面
に
は
数
百

の
灯
籠
が
浮
か
べ
ら
れ
、
花
火
が

次
々
と
打
ち
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
渋

沢
は
そ
の
森し

ん

厳げ
ん

さ
に
「
正
に
竜
宮
と

は
か
く
の
如
き
も
の
か
」
と
記
録
し

て
い
ま
す
。

  

翌
日
午
前
10
時
か
ら
鎮
座
祭
が
挙

行
さ
れ
、
松
平
子
爵
、
徳
川
家
代
理
、

渋
沢
、
福
島
県
知
事
そ
の
他
関
係
者

が
多
数
列
席
し
、
荘そ

う

厳ご
ん

裡り

に
式
は
終

了
し
ま
し
た
。

  

翌
12
年
、
南
湖
神
社
は
県
社
に
昇

格
。
同
14
年
、
渋
沢
は
下し

も

村む
ら

観か
ん

山ざ
ん

と

橋は
し

本も
と

永え
い

邦ほ
う

に
描
い
て
も
ら
っ
た
『
楓

図
』
と
『
桜
図
』
を
神
社
に
奉
納
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
現
在
、
鳥
居
の

側
に
立
て
ら
れ
て
い
る
社
標
は
、
渋

沢
の
揮き

毫ご
う

に
よ
る
も
の
で
す
。

　
南
湖
神
社
は
来
年
、
創
建
百
周
年

を
迎
え
ま
す
。

第
十
一
回

南な
ん

湖こ

神じ
ん

社じ
ゃ

創
建

　
　
　  （
そ
の
二
）

××

渋
沢
栄
一

渋
沢
栄
一
松
平
定
信

松
平
定
信

南
湖
南
湖
を
彩
る
系
譜

を
彩
る
系
譜

（
文・
中
山
義
秀
記
念
文
学
館　
館
長

植う
え

村む
ら

美よ
し

洋ひ
ろ

）

▲下村観山『楓図』（南湖神社所蔵）

▲上空から見た小峰城三之丸跡周辺

▲橋本永邦『桜図』（南湖神社所蔵）
▲南湖神社鎮座祭の行列（大正11年）
　（『白河市史（旧版）下巻（1971）』より）

　
三
之
丸
は
、
本
丸
と
二
之
丸
を
東

か
ら
南
に
か
け
て
囲
む
よ
う
に
配
置

さ
れ
、
城
の
敷
地
の
半
分
以
上
を
占

め
て
い
ま
し
た
。

　
現
在
は
、
Ｊ
Ｒ
東
北
本
線
が
横
断

し
、
白
河
駅
が
置
か
れ
る
ほ
か
、
公

共
施
設
や
住
宅
が
立
ち
並
ん
で
い
ま

す
。
か
つ
て
こ
の
辺
り
が
城
内
で

あ
っ
た
こ
と
を
想
像
す
る
の
は
難
し

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
松ま

つ

平だ
い
ら

定さ
だ

信の
ぶ

が
藩
主
の
時
代
、
三
之

丸
の
一
角
に
は
定
信
の
屋
敷
が
あ

り
、
敷
地
内
に
は
御
殿
と
「
三さ

ん

郭か
く

四し

園え
ん

」
と
呼
ば
れ
る
庭
園
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
広
さ
は
、１
万
４
千
坪（
約

４
万
６
千
㎡
）
に
も
及
ぶ
広
大
な
も

の
で
し
た
。

　
三
郭
四
園
は
、
当
時
の
様
子
を
伝

え
る
絵
画
資
料
に
よ
れ
ば
、
大
き
な

池
の
周
囲
に
散
策
路
を
巡
ら
せ
た
池ち

泉せ
ん

回か
い

遊ゆ
う

式し
き

の
庭
園
で
、
さ
ま
ざ
ま
な

植
物
を
植
え
、
滝
や
噴
水
な
ど
も
配

置
さ
れ
た
華
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

な
お
、
過
去
の
発
掘
調
査
で
は
、

庭
園
の
池
の
一
部
が
良
好
な
状
態
で

残
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し

た
。

　
現
在
、
小
峰
城
歴
史
館
で
は
、
三

郭
四
園
の
様
子
を
ジ
オ
ラ
マ
で
再
現

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
か
つ

て
定
信
が
築
い
た
庭
園
を
イ
メ
ー
ジ

し
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

第
二
十
話

三
之
丸
と

　 

三さ
ん

郭か
く

四し

園え
ん

小
峰
城
よ
も
や
ま
話

問
文
化
財
課
☎
�
２
３
１
０

▲三郭四園を描いた絵（白川城三郭御園北面之図（部分））
　定信の家臣・岡

お か

本
も と

茲
し

奘
そ う

の絵を明治17年に模写したもの
　（国立国会図書館デジタルコレクションより）

二之丸跡二之丸跡

白河駅白河駅

本丸跡本丸跡

三之丸御殿（三郭四園）跡三之丸御殿（三郭四園）跡
推定地推定地
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お
知
ら
せ

休
日
当
番
医
・

無
料
相
談
ほ
か

ラ
ウ
ン
ジ

手
話

高
齢
者
サ
ロ
ン

シ
リ
ー
ズ

り
ぶ
ら
ん

保
健

子
育
て

く
ら
し
の

情
報
館

市
長
の

手
控
え
帖




