
　

南
湖
神
社
の
創
建
は
、
当
時
の
川

崎
村
（
現
泉
崎
村
）
の
烏か

ら
す

峠と
う
げ

稲い

な

り荷
神

社
の
社
司
（
宮
司
）
中な

か
の
め目
瑞み

ず

男お

に
よ

る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

　

明
治
41
年
（
１
９
０
８
）
10
月
、

松ま
つ

平だ
い
ら

定さ
だ

信の
ぶ

は
生
前
の
功
績
を
称
え
ら

れ
、
明
治
政
府
か
ら
正
三
位
を
贈
位

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
時
、
白
河
で
は

祝
賀
祭
が
開
催
さ
れ
、
定
信
を
顕
彰

す
る
気
運
が
生
ま
れ
ま
し
た
。　

　

中
目
は
翌
42
年
６
月
、
伊い

勢せ

神じ
ん

宮ぐ
う

を
参
拝
し
た
際
、
定
信
を
祀ま

つ

る
神
社

の
創
建
を
思
い
立
ち
ま
し
た
。
中
目

は
以
前
か
ら
、
白
河
に
は
定
信
の
歴

史
遺
産
が
た
く
さ
ん
あ
る
に
も
関
わ

ら
ず
、
定
信
を
顕
彰
す
る
碑
や
社
が

無
い
の
を
残
念
に
思
っ
て
い
た
の
で

す
。

　

中
目
は
帰
郷
後
、
白
河
町
の
町
会

議
員
小こ

い

で出
常つ

ね

吉き
ち

と
町
長
藤ふ

じ

田た

新し
ん

次じ

郎ろ
う

を
訪
問
し
て
、
南
湖
神
社
の
創
建
を

提
案
し
ま
し
た
。
藤
田
町
長
は
こ
れ

に
賛
成
し
、
神
社
建
設
に
向
け
て
動

き
出
し
ま
す
。

　

そ
の
後
、大
正
５
年
（
１
９
１
６
）

に
大
正
天
皇
御
大
典
記
念
と
し
て

「
楽ら

く

翁お
う

公こ
う

奉ほ
う

祀し

表ひ
ょ
う

徳と
く

会か
い

」
が
結
成
さ

れ
ま
し
た
。
中
目
は
定
信
を
敬
愛
す

る
渋し

ぶ

沢さ
わ

栄え
い

一い
ち

の
援
助
を
仰
ご
う
と
考

え
、
同
年
５
月
２
日
、
藤
田
町
長
を

は
じ
め
と
す
る
代
表
者
と
渋
沢
を
訪

問
し
ま
し
た
。　
　

　

藤
田
た
ち
は
、
白
河
に
お
い
て
表

徳
会
を
結
成
し
、
定
信
の
遺
跡
で
あ

る
南
湖
公
園
内
に
神
社
を
創
建
し
て
、

偉
大
な
楽
翁
公
（
定
信
）
の
英
霊
を

祀
り
た
い
と
考
え
て
い
る
の
で
、
ぜ

ひ
援
助
を
頂
き
た
い
と
懇
請
し
ま
す
。

す
ぐ
に
渋
沢
は
表
徳
会
の
総
裁
と
な

る
こ
と
を
承
諾
し
、
自
ら
２
千
円
の

寄
付
を
申
し
出
る
と
と
も
に
、
財
界

の
有
力
者
に
寄
付
の
勧
誘
状
を
書
い

て
く
れ
ま
し
た
。

　

同
９
年
６
月
６
日
、
南
湖
神
社
建

設
の
地
鎮
祭
が
行
わ
れ
、
渋
沢
の
代

理
の
田た

中な
か

太た

郎ろ
う

が
出
席
。
翌
10
年
５

月
５
日
の
立
柱
祭
に
は
、
渋
沢
も
出

席
し
ま
し
た
。
こ
う
し
て
南
湖
神
社

の
建
設
は
順
調
に
進
み
、
同
11
年
に

社
殿
が
完
成
し
た
の
で
す
。

第
十
回

南な
ん

湖こ

神じ
ん

社じ
ゃ

創
建

　
　
　

  （
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一
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▲「渋沢栄一の顕彰碑」 ▲「中目瑞男写真」
　（南湖神社所蔵）

　

二
之
丸
は
、
四
方
が
堀
に
囲
ま
れ

た
東
西
に
や
や
長
い
長
方
形
の
曲く

る

わ輪

で
し
た
。
各
辺
の
中
央
に
は
、
堀
を

渡
る
土
橋
が
あ
り
、
橋
を
渡
っ
た
先

に
門
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

二
之
丸
の
東
側
に
設
け
ら
れ
た
藤

門
で
は
、
昭
和
63
年
（
１
９
８
８
）

に
城
山
公
園
整
備
に
伴
い
発
掘
調

査
が
行
わ
れ
、
一
辺
50
㎝
ほ
ど
の
正

方
形
の
礎
石
（
基
礎
石
）
が
６
基
確

認
さ
れ
ま
し
た
（
下
図
中
）。
南
西

部
の
礎
石
の
一
部
は
確
認
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
藤
門
は
南
北
3.2
ｍ
、

東
西
６
ｍ
の
規
模
で
あ
っ
た
と
推
定

さ
れ
ま
し
た
。

　

文
化
年
間
に
作
成
さ
れ
た
『
白し

ら

河か
わ

城じ
ょ
う

御お

櫓や
ぐ
ら

絵え

図ず

』
に
は
、
藤
門
の
平
面

図
（
下
図
左
）
が
あ
り
、
８
基
の
礎

石
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
発
掘
調
査

の
結
果
と
、
絵
図
の
内
容
が
ほ
ぼ
一

致
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
ま
し
た
。

　

調
査
で
確
認
さ
れ
た
礎
石
な
ど
は
、

発
見
さ
れ
た
状
態
の
ま
ま
埋
め
戻
し
、

保
存
を
図
り
ま
し
た
。

　

発
掘
調
査
に
よ
り
遺
構
が
確
認
さ

れ
る
と
、
門
や
櫓
な
ど
の
位
置
が
特

定
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
絵
図
や

文
献
の
記
載
内
容
を
検
証
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
照
合
作

業
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
で
、
よ

り
詳
細
で
正
確
な
小
峰
城
の
姿
を
描

け
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

第
十
九
話

藤
門
跡
の

  

発
掘
調
査

小
峰
城
よ
も
や
ま
話

問
文
化
財
課
☎
㉗
２
３
１
０

▲藤門跡平面図
　『白河城御櫓絵図』より

▲藤門跡の位置（南から）▲藤門跡発掘調査平面図
　（網掛け部分が礎石）
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