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楽
翁
─
─ 

そ
れ
は
今
か
ら
約
二
百
年
前
、
傑
出
し
た
名
君
と
し
て
白
河
を
治
め
た

松
平
定
信
の
隠
退
後
の
雅
号
で
す
。
そ
の
遺
徳
は
、
今
日
ま
で
市
民
に
慕
わ
れ
続
け
て
い
ま
す
。

定
信
は
茶
の
湯
の
造
詣
も
深
く
、
今
に
残
る
「
茶
道
訓
」
や
「
茶
事
掟
」
な
ど
の
著
書
を
見
る
と
、

質
朴
・
質
素
な
ど
の
考
え
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

決
し
て
華
美
で
は
な
く
、
自
然
で
さ
ら
り
と
し
た
清
廉
さ
を
、
白
河
の
人
々
は
愛
し
て
き
ま
し
た
。

白
河
は
、
ま
ち
そ
の
も
の
が
自
然
体
。
美
・
味
・
ふ
る
ま
い
・
暮
ら
し
…
…

あ
ら
ゆ
る
面
で
そ
の
精
神
は
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

南
湖
は
、「
身
分
の
分
け
隔
て
な
く
共
に
楽
し
も
う
」
と
い
う

定
信
の
『
士
民
共
楽
』
の
理
念
を
基
に
造
営
さ
れ
ま
し
た
。

今
に
残
る
茶
室
「
共
楽
亭
」
に
そ
の
想
い
が
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
楽
」
し
く
あ
れ
─
─ 

楽
翁
の
想
い
が
、
今
も
白
河
に
息
づ
い
て
い
ま
す
。

白
河
市
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『
楽
』
そ
れ
は
白
河
の
ま
ん
な
か
に
あ
る
言
葉
。
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自
然
体
の
心
が
広
が
る
ま
ち

「
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
」

こ
れ
は
、
生
涯
に
五
つ
も
の
庭
を
築
い
た
定
信
の
庭
園
観
で
す
。

自
然
の
も
の
は
自
然
の
ま
ま
に
残
す
─
─

私
た
ち
が
未
来
に
遺
す
べ
き
理
想
の
風
景
が

こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

5 4

士
共 楽
民

自
然

四
季
折
々
に
人
々
が
楽
し
む

の
び
や
か
な
自
然
の
美
し
さ

白
河
藩
主
で
あ
っ
た
松
平
定
信

（
隠
退
後
は
楽
翁
）
は
、
そ
の

政
治
的
手
腕
に
と
ど
ま
ら
ず
、
文
化

的
素
養
に
も
秀
で
た
人
物
で
し
た
。
作

庭
に
も
造
詣
が
深
く
、
南
湖
は
定
信

が
造
っ
た
公
園
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
南
湖
の
開
発
は
、
新
田
開
発
の
た

め
の
灌
漑
工
事
が
そ
の
出
発
点
で
し
た

が
、
そ
こ
に
庭
園
の
手
法
を
取
り
入
れ

た
ば
か
り
か
近
代
的
な
思
想
ま
で
加

え
て
整
備
し
た
と
こ
ろ
に
、
定
信
の
卓

越
し
た
考
え
方
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

　
そ
れ
ま
で
諸
藩
に
あ
っ
た
大
名
庭
園

と
い
う
も
の
は
、
あ
く
ま
で
藩
主
と
そ

の
家
族
の
も
の
で
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、

南
湖
は
い
つ
で
も
身
分
の
分
け
隔
て
な

く
、
武
士
も
庶
民
も
共
に
楽
し
む
と
い

う
『
士
民
共
楽
』
の
理
念
の
も
と
に
造

営
さ
れ
、
開
放
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
完

成
は
、
身
分
制
度
の
厳
し
か
っ
た
江
戸

時
代
に
お
い
て
先
駆
的
な
「
パ
ブ
リ
ッ

ク
ガ
ー
デ
ン
＝
公
園
」
の
誕
生
と
い
え

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
定
信
は
、自
然
の
地
形
を
生
か
し
な

が
ら
、あ
ま
り
手
を
加
え
ず
に
南
湖
を

造
営
し
て
い
ま
す
。近
年
、全
国
各
地
で

盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
「
美
し
い
景
観

づ
く
り
」
は
、ま
さ
に
「
自
然
の
も
の
を

自
然
の
ま
ま
に
」
残
す
こ
と
が
理
想
で

す
が
、そ
ん
な
自
然
体
の
姿
が
、今
か
ら

二
百
年
余
り
も
前
に
白
河
の
地
に
生
ま

れ
て
い
た
の
で
す
。

　

南
湖
公
園
が
四
季
折
々
に
見
せ
る

様
々
な
表
情
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
美
し

く
、
今
も
訪
れ
る
人
々
を
楽
し
ま
せ
て

い
ま
す
。

【共楽亭】
「身分の高い低いに関係なく、共に楽しもう」——
そんな考えのもと、定信が湖面北側に建てた茶室

「共楽亭」は、当時から庶民にも開放されていました。

【南湖公園】
白河藩主・松平定信が「士民共楽」の理念に
基づき享和元年（1801）に造営した、庭園の
要素も取り入れた公園。大正13年に国の史
跡名勝に指定。

第
一
楽
章
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白
河
市
の
西
側
、
那
須
山
系
・

甲
子
高
原
の
ふ
と
こ
ろ
深
く
に

は
、
福
島
県
を
縦
貫
す
る
阿
武
隈
川

の
源
が
あ
り
ま
す
。
那
須
連
峰
の
美
し

い
山
々
を
仰
ぎ
、
里
に
清
冽
な
水
が
流

れ
る
恵
ま
れ
た
環
境
の
も
と
、
ふ
も
と

の
ま
ち
・
白
河
で
は
、
豊
か
な
自
然
が

育
ま
れ
て
い
ま
す
。
春
に
は
、
眠
っ
て

い
た
彩
り
が
い
っ
せ
い
に
花
咲
き
、
夏

は
う
っ
そ
う
た
る
緑
が
茂
る
中
、
涼
や

か
な
水
辺
に
人
々
が
集
い
ま
す
。
稲
穂

が
黄
金
色
に
輝
く
秋
は
、
燃
え
る
よ
う

な
紅
葉
の
美
し
さ
が
胸
の
奥
ま
で
し
み

わ
た
り
、
雪
積
も
る
冬
の
風
景
に
は
深

い
静
寂
が
広
が
り
ま
す
。
そ
の
移
り
変

わ
り
を
、
市
民
の
誰
も
が
愛
し
、
親
し

ん
で
い
ま
す
。

　

心
や
す
ら
ぐ
風
景
が
四
季
折
々
に

広
が
る
白
河
の
地
は
、
高
原
の
爽
や
か

な
気
候
の
も
と
、
遙
か
な
る
時
代
か
ら

自
然
の
恵
み
に
支
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

人
々
は
、
日
々
の
暮
ら
し
の
中
で
手

つ
か
ず
の
自
然
を
大
切
に
す
る
と
と

も
に
、
南
湖
公
園
や
白
河
関
の
森
公

園
な
ど
、
自
然
に
気
軽
に
親
し
め
る

空
間
の
整
備
に
力
を
注
い
で
き
ま
し

た
。
と
り
わ
け
近
年
、
南
湖
の
松
枯

れ
対
策
と
し
て
一
部
車
の
通
行
止
め

を
実
現
し
た
り
、
ま
た
、
阿
武
隈
川

沿
い
に
紅
し
だ
れ
桜
を
植
樹
し
た
り

と
、
様
々
な
取
り
組
み
が
市
民
参
加

の
も
と
行
わ
れ
、
着
実
に
成
果
を
あ

げ
て
い
ま
す
。

　

自
然
は
、
何
も
せ
ず
に
守
ら
れ
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
美
し
い
自

然
は
市
民
の
財
産
」
と
い
う
意
識
と
行

動
が
、
白
河
の
美
し
い
未
来
へ
と
つ
な

が
っ
て
い
き
ま
す
。

美しい自然が身近にある、
心やすらぐ幸せなひとときをいつまでも

四
彩 楽
季

n a t u r e
a n g l e

7 6

白河関の森公園のカタクリ

大信不動滝

南湖公園の散策路

夕焼けの南湖公園

大池の白鳥

不動清水のビャッコイ
◎

表郷地域の清水流中にのみ自生す
る水草。氷河期の名残をとどめる
神秘の植物で、ここのほかは世界で
もスウェーデンでしか見られない大
変貴重な多年草です。茎は細く、横
に這うように枝を伸ばすビャッコイ
は、水がきれいな湧水口の水温が
一定のところにしか自生できないと
いわれ、表郷地域の中でも金山・
瀬戸原地内のみで生息しています。
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時
を
超
え
人
と
人
の
心
が

結
び
合
う
憧
憬
の
地

白
河
の
関
─
─
。
陸
奥
を
往
来

す
る
人
や
物
資
を
監
視
す
る

検
問
の
関
は
、
八
世
紀
末
の
文
献
に

初
め
て
そ
の
名
を
現
し
ま
す
が
、
十
世

紀
後
半
に
も
な
る
と
、
そ
の
機
能
が
次

第
に
失
わ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
し
か
し

や
が
て
、
幾
多
の
い
に
し
え
の
歌
人
た

ち
が
、こ
の
白
河
の
関
に
思
い
を
寄
せ
、

歌
枕
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
能
因
法
師
の
歌
「
都
を
ば
霞

と
と
も
に
立
ち
し
か
ど
秋
風
ぞ
吹
く

白
河
の
関
」
が
評
判
を
呼
ぶ
と
、
西

行
、
一
遍
上
人
、
宗
久
、
心
敬
、
宗

祗
、
そ
し
て
松
尾
芭
蕉
と
、
そ
う
そ
う

た
る
風
流
人
た
ち
が
関
に
憧
れ
、
訪
れ

よ
う
と
し
ま
し
た
。

　
幽
玄
な
杉
木
立
の
中
に
、
ひ
っ
そ
り

と
関
跡
の
碑
が
建
っ
て
お
り
、
長
い
石

段
の
丘
頂
に
白
河
神
社
が
鎮
座
し
て

い
ま
す
。
樹
葉
か
ら
も
れ
る
陽
の
光
が

苔
む
し
た
石
段
の
上
に
落
ち
る
風
景
の

中
に
、
幾
多
の
歌
人
た
ち
が
佇
み
、
時

を
超
え
て
歌
心
を
呼
び
起
こ
さ
れ
た
こ

と
で
し
ょ
う
。
す
べ
て
は
静
ま
り
返
っ

【芭蕉・曽良像】
かねてより思いを寄せていたみち
のく路の関門「白河の関」跡に立
ち、感慨にひたっているかのよう
な芭蕉・曽良の像が、白河関の森
公園に建っています。

て
い
ま
す
。

　
歌
枕
と
し
て
現
在
ま
で
の
長
い
間
、

詩
歌
の
世
界
で
生
き
続
け
た
白
河
の

関
は
、
歌
人
た
ち
に
と
っ
て
ず
っ
と
夢

や
浪
漫
を
与
え
て
く
れ
る
憧
憬
の
地
で

し
た
。
と
り
わ
け
、
天
下
の
名
文
『
奥

の
細
道
』
の
旅
で
“
春
立
て
る
霞
の
空

に
、
白
河
の
関
越
え
ん
と
”
決
意
し
て

旅
立
っ
た
松
尾
芭
蕉
に
と
っ
て
、
白
河

の
関
は
ま
ず
第
一
の
勘
所
だ
っ
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
関
跡
に
隣
接
す

る
白
河
関
の
森
公
園
に
は
芭
蕉
と
そ
の

門
人
曽
良
の
像
が
建
ち
、現
代
の
風
流

人
た
ち
を
静
か
に
見
つ
め
て
い
ま
す
。

時
響 楽
超

歴
史

文
化

静
か
に
、
そ
こ
に
あ
る
歓
び

悠
久
の
昔
よ
り
つ
づ
ら
れ
て
き
た
遙
か
な
地
へ
の
憧
れ
。

平
安
の
歌
人
が
歌
枕
と
し
て
「
白
河
の
関
」
を
詠
み
込
み
、

以
来
、幾
多
の
風
流
人
た
ち
が
こ
の
地
に
憧
れ
、あ
る
い
は
こ
の
地
を
目
指
し
ま
し
た
。

見
果
て
ぬ
夢
を
み
ち
の
く
に
馳
せ
、
残
さ
れ
た
数
多
く
の
歌
。

遙
か
な
思
い
を
よ
そ
に
、
関
跡
は
た
だ
静
か
に
佇
ん
で
い
ま
す
。

8

【白河関跡】
人や物資の往来を監視するための関で、奈良・
平安時代に機能していたと考えられています。
廃関後は歌枕（和歌の名所）として都人の憧れ
の地となり、多くの歌人たちに詠まれました。

第
一
楽
章



1011

小
峰
城
は
十
四
世
紀
中
頃
、
結

城
親
朝
に
よ
っ
て
築
か
れ
た

と
伝
え
ら
れ
ま
す
。
現
在
の
小
峰
城

は
、
江
戸
時
代
に
初
代
白
河
藩
主
と

な
っ
た
丹
羽
長
重
が
改
築
し
た
平
山
城

で
、
奥
州
の
押
さ
え
と
し
て
親
藩
・
譜

代
の
大
名
が
居
城
し
ま
し
た
。
明
治
維

新
前
の
戊
辰
戦
争
で
落
城
。
城
郭
は

戦
火
に
あ
っ
て
焼
失
し
ま
し
た
が
、
平

成
三
年
に
三
重
櫓
を
復
元
。
こ
れ
に

は
、
白
河
に
お
け
る
戊
辰
戦
争
の
激

戦
地
・
稲
荷
山
の
杉
材
を
使
用
し
た

た
め
、
床
板
や
柱
に
は
当
時
の
弾
痕
が

そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
ま
す
。
平
成
六
年

に
は
前
御
門
も
復
元
し
ま
し
た
。
東

日
本
大
震
災
に
よ
り
崩
落
し
た
石
垣

は
、
現
在
修
復
中
で
す
が
、
威
風
堂
々

た
る
小
峰
城
は
健
在
で
、
白
河
の
シ
ン

ボ
ル
と
し
て
広
く
市
民
に
親
し
ま
れ
て

い
ま
す
。

　

日
本
三
大
提
灯
ま
つ
り
の
一
つ
に

数
え
ら
れ
る
白
河
提
灯
ま
つ
り
は
、
歴

史
と
伝
統
を
誇
る
鹿
嶋
神
社
の
例
大

祭
で
す
。
昼
は
山
車
が
繰
り
出
し
、
夜

は
ご
神
体
“
鹿
島
さ
ま
”
を
乗
せ
た

神
輿
が
数
千
の
提
灯
を
供
に
し
て
、
闇

を
鮮
や
か
に
彩
り
ま
す
。
た
い
こ
橋
を

渡
る
シ
ー
ン
や
阿
武
隈
川
渡
り
の
シ
ー

ン
は
幻
想
的
で
、
見
る
人
す
べ
て
を
感

動
へ
と
誘
い
ま
す
。
白
河
魂
の
誇
り
が

い
に
し
え
か
ら
現
代
へ
と
受
け
継
が
れ

て
い
ま
す
。

　

白
河
だ
る
ま
市
は
、
松
平
定
信
が

城
下
の
繁
栄
を
願
っ
て
開
い
た
の
が
始

ま
り
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
白
河
地

方
に
春
を
告
げ
る
風
物
詩
で
す
。
市

街
の
目
抜
き
通
り
を
中
心
に
、
縁
起

の
よ
い
白
河
だ
る
ま
な
ど
を
売
る
露

店
が
出
店
し
、多
く
の
人
出
で
賑
わ
い

ま
す
。

　

様
々
な
古
い
伝
統
を
守
り
続
け
、

現
代
へ
と
受
け
継
ぎ
、
紡
が
れ
て
き
た

白
河
の
歴
史
。
そ
こ
に
は
、
こ
こ
で
暮

ら
す
人
々
の
誇
り
が
息
づ
い
て
い
ま
す
。

伝統、その魂を受け継ぐことは
白河に生まれ育った白河人たるあかし

古
伝 楽
魂

10

h i s t o r y  
a n g l e

11

小峰城（震災前）

白河提灯まつり

白河だるま市

白河だるま
◎

松平定信が城下で旧暦の正月に
行われたその年の初市「市神祭

（花市）」に、縁起物のだるまを売
り物として出すため、だるまの顔
をお抱え絵師の谷文晁に描かせ
たと伝えられています。まゆは鶴、
ひげは亀、びんは松と梅、あごひ
げに竹をあしらった福々しい「白
河鶴亀松竹梅だるま」として名高
い、縁起のよいだるまです。
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食

豊
か
な
風
土
と

歴
史
が
育
ん
だ
味
わ
い

極
上
の
味
は

白
河
の
大
地
か
ら

生
ま
れ
る

多彩な風味が白河らしさ、
その魅力は私たちの宝物　

12

透
き
通
る
清
涼
な
水
や
高
原
の

空
気
に
恵
ま
れ
た
白
河
市
で
は
、

数
多
く
の
美
味
が
育
ま
れ
て
き
ま
し

た
。
古
く
か
ら
知
ら
れ
る
そ
ば
は
、
松

平
定
信
が
、
白
河
高
原
の
風
土
に
合
っ

た
作
物
と
し
て
、
冷
害
に
強
い
そ
ば
の

栽
培
を
奨
励
し
た
こ
と
が
背
景
に
あ

り
ま
す
。
冷
涼
な
気
候
で
あ
り
冷
た
い

水
が
ふ
ん
だ
ん
に
あ
る
︱
︱
お
い
し

い
そ
ば
を
作
る
条
件
を
備
え
た
白
河

は
、盛
岡
・
信
州
・
出
雲
と
と
も
に
、日

本
四
大
そ
ば
ど
こ
ろ
の
一
つ
と
も
い
わ

れ
て
お
り
、
今
も
市
内
の
多
く
の
そ
ば

屋
が
そ
の
味
わ
い
を
競
っ
て
い
ま
す
。

　
麺
の
も
う
一
つ
の
名
物
、
ラ
ー
メ
ン

は
、
大
正
時
代
に
最
初
の
ラ
ー
メ
ン
店

が
現
れ
ま
し
た
。
こ
の
ラ
ー
メ
ン
店

の
弟
子
た
ち
が
市
内
に
店
を
構
え
、競

う
よ
う
に
技
術
の
錬
磨
と
伝
承
に
努

美
悦 楽
味

第
一
楽
章

13

め
て
き
た
こ
と
が
、
近
年
の
ラ
ー
メ
ン

ブ
ー
ム
と
も
あ
い
ま
っ
て
、
今
日
で
は

約
百
軒
の
ラ
ー
メ
ン
店
で
お
い
し
い
白

河
ラ
ー
メ
ン
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
心

地
よ
い
歯
ご
た
え
の
手
打
ち
縮
れ
麺
と
、

コ
ク
が
あ
り
な
が
ら
サ
ッ
パ
リ
と
し
た

味
わ
い
の
し
ょ
う
ゆ
味
の
ス
ー
プ
に
特

徴
が
あ
り
、広
く
支
持
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
和
菓
子
の
老
舗
が
あ
る
の
は
、

城
下
町
の
特
色
の
一
つ
で
す
。
楽
翁

が
好
ん
だ
茶
道
と
と
も
に
、
お
菓
子
に

も
白
河
の
粋
が
凝
ら
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

時
代
の
茶
人
た
ち
が
優
れ
た
菓
子
職

人
を
育
て
て
き
た
歴
史
が
あ
り
、
風
流

な
銘
菓
か
ら
は
、
白
河
の
文
化
の
香
り

を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ほ
か
に

も
、
庶
民
の
味
と
も
い
え
る
南
湖
だ
ん

ご
や
煎
餅
な
ど
、多
彩
な
菓
子
文
化
も

魅
力
で
す
。

　
白
河
の
風
土
や
気
質
に
よ
っ
て
育
ま

れ
て
き
た
様
々
な「
食
」は
、
白
河
ら
し

さ
を
伝
え
て
い
く
大
切
な
宝
物
で
す
。

f o o d  
a n g l e

清 酒
◎

清冽な地下水と澄んだ空気のも
と、地元でとれる極上米を原料に、
香り高く芳醇な銘酒が造られます。
天の恵みと造り手の思いがしっか
りと醸し出された一品です。スーッ
と飲みやすく、それでいてグッとくる
旨さがあります。近年では、表郷地
域の「びゃっこいの泉」、大信地域の

「初舞台」など、地域で「うまい酒」
を造る取り組みが行われています。


