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緒
川
地
域
上
小
瀬
地

区
に
あ
る
臨
済
宗
寺
院
、

南
内
山
江
畔
寺
。
樹
齢

四
百
五
十
年
の
大
き
な

イ
チ
ョ
ウ
（
市
天
然
記

念
物
）
が
そ
の
歴
史
を

物
語
り
ま
す
。

　

江
畔
寺
の
所
在
す
る

 
小  
瀬 
は
、
中
世
に
は
小

お 

せ

瀬
氏
の
領
地
。
佐
竹
氏

十
二
代
貞
義
の
三
男 
義 よし

 
春 
が
南
北
朝
期
の
戦
い

は
るで

北
朝
方
で
戦
功
を
挙

げ
、
父
貞
義
か
ら
こ
の

地
を
譲
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
小
瀬
氏
の

初
代
と
な
っ
て
こ
の
地
を
支
配
し
ま
し
た
。

義
春
は 
小  
瀬  
館 
（
現
緒
川
中
学
校
・
緒
川

お 

せ 
だ
て

総
合
セ
ン
タ
ー
）、
ゆ
う
が
い 
山 さん 
城 じょう
、 
高  
館 
た
か 
だ
て

の
三
城
を
築
き
ま
し
た
。
南
郷
や
野
州
、

水
戸
へ
通
じ
、
小
瀬
で
交
差
す
る
諸
街
道

を
押
さ
え
る
と
と
も
に
、
小
瀬
館
の
西
側

を
南
へ
向
か
っ
て
流
れ
那
珂
川
に
合
流
す

る
緒
川
に
よ
る
水
運
も
確
保
し
、
中
世
の

城
下
町
と
し
て
の
空
間
を
作
っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
中
心
に
成
立
し
た

小
瀬
宿
で
は
、 
立  
野 
神
社 
棟  
札 
の
銘
文
か

た
て 
の 

む
な 
ふ
だ

ら
、
江
戸
時
代
初
期
に
は
町
衆
（
町
を
運

営
す
る
共
同
体
）
が
存
在
し
て
い
た
こ
と

が
確
認
さ
れ
、
富
を
生
み
出
し
小
瀬
氏
の

財
源
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
ま

す
。
義
春
は
、
室
町
幕
府
初
代
将
軍
と
な

る
足
利
尊
氏
の
直
属
の
家
来
と
し
て
兄
義

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
前
年
に
は
光
圀
は
領

内
巡
視
の
際
に
江
畔
寺
に
二
泊
し
て
い
ま

す
。
地
蔵
菩
薩
坐
像
の
寄
進
も
こ
れ
が
縁

と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
際

光
圀
が 
沐  
浴  
斎  
戒 
し
た
寺
の
下
の
河
原
は

も
く 
よ
く 
さ
い 
か
い

そ
の
後
「 
御  
留  
渕 
」
と
呼
ば
れ
名
所
と
な

お 
と
め 
ぶ
ち

り
ま
し
た
。
現
在
、
そ
の
場
所
に
は
石
碑

が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

愛
宕
山
地
蔵
堂
の
階
段
を
下
り
て
す
ぐ

の
場
所
に
は
仏
殿
（
市
指
定
文
化
財
）
が

あ
り
ま
す
。
こ
の
仏
殿
は
県
内
で
は
珍
し

い
禅
宗
様
式
（
唐
様
）
の
も
の
で
、
三
代

将
軍
家
光
の
と
き
慶
安
元
年（
一
六
四
九
）

に
朱
印
地
を
与
え
ら
れ
た
頃
の
も
の
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
窓
や
柱
に
中
国
風
の
装
飾

が
施
さ
れ
、
内
部
に
は
格
天
井
（
四
角
く

区
切
っ
た
板
を
複
数
は
め
込
ん
だ
天
井
）

に
描
か
れ
た
絵
画
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
仏
殿
に
は
小
瀬
一
族
、
歴
代
住
職
が

祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

歴
史
民
俗
資
料
館
大
宮
館　
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こ
う 
は
ん 
じ

篤
（
佐
竹
氏
十
代
）
と
と
も
に
京
都
な
ど

で
活
躍
し
て
い
ま
し
た
。

　

江
畔
寺
は
康
永
三
年
（
一
三
四
四
）、

小
瀬
義
春
が
出
家
し
入
道
と
な
り
小
庵
を

営
み
、
三
男
の 
孝  
繁 
（
出
家
し
て 
悟  
真 

た
か 
し
げ 

ご 
し
ん 
妙 
み
ょ
う

 
頓 
）が
師
の 
夢  
窓  
疎  
石 
を
招
い
て
開
山
し
、

と
ん 

む 
そ
う 
そ 
せ
き

自
身
は
二
世
と
な
っ
た
の
が
始
ま
り
と
伝

わ
り
ま
す
。
ゆ
う
が
い
山
城
（「
ゆ
う
が

い
」
は
「
要
害
」、
つ
ま
り
「
城
」
が
変
化

し
た
も
の
）の
南
麓
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
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江
畔
寺
開
基
の
立
役
者
と
な
っ
た
小
瀬

義
春
は
、
寺
の
西
側
の
高
台
、 
愛
宕  
山 
に

あ
た
ご 
さ
ん

 
勝 しょう 
軍  
地  
蔵 
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

ぐ
ん 
じ 
ぞ
う

寺
伝
に
「
義
春
の
化
身
仏
と
し
て
祀
ら
れ

た
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
像
容

は
義
春
を
写
し
た
も
の
な
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
勝
軍
地
蔵
信
仰
は
鎌
倉
時
代
後
期

に
興
っ
た
と
い
わ
れ
、「
勝
軍
」
に
は
煩
悩

に
打
ち
勝
つ
と
い
う
意
味
合
い
が
あ
り
ま

し
た
。「
地
蔵
」
と
は
言
っ
て
も
、
普
通
私

た
ち
が
目
に
す
る
地
蔵
と
だ
い
ぶ
違
っ
て

い
ま
す
。
そ
の
像
容
は
馬
に
乗
り 
甲 かっ 
冑 
を
ち
ゅ
う

身
に
つ
け
、
右
手
に 
錫 
し
ゃ
く 
杖 じょう
、
左
手
に 
宝  
珠 
ほ
う 
し
ゅ

を
持
っ
た
姿
。
武
を
つ
か
さ
ど
る
仏
像
と

し
て
武
将
に
好
ま
れ
ま
し
た
。

　

愛
宕
山
の
勝
軍
地
蔵
は
毎
年
一
月
二
十

四
日
の
大
祭
の
日
の
み
開
帳
さ
れ
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、も
う
一
体
の
地
蔵
菩
薩
坐
像（
市

指
定
文
化
財
）
は
『
常
山
文
集
補
遺
』
に

水
戸
藩
の
二
代
藩
主
光
圀
が
元
禄
六
年

（
一
六
九
三
）
に
寄
進
し
た
「
古
作
地
蔵
菩

薩
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
制

作
時
期
は
室
町
か
ら
戦
国
時
代
と
推
定
さ

▲江畔寺本堂

▲愛宕山勝軍地蔵

▲仏殿

▲小瀬館跡（北東から）


