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緒
川
十
景
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る

大
根
田
願
入
寺
跡
。
そ
の
隣
に
は
清
龍
神
社

と
い
う
小
さ
な
社
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
ど

ん
な
い
わ
れ
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
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浄
土
真
宗
の
開
祖 
親  
鸞 
の
孫 
如  
信 
（
本
願

し
ん 
ら
ん 

に
ょ 
し
ん

寺
第
二
世
）
が
最
初
奥
州
白
河
郡
大
網
（
現

福
島
県
石
川
郡
古
殿
町
ま
た
は
西
白
河
郡
泉

崎
村
）
に
開
基
し
た
と
い
わ
れ
、「
奥
の 
御 ご

 
坊 
」「
大
網
御
坊
」
と
呼
ば
れ
た
由
緒
あ
る

ぼ
う寺

で
し
た
。
白
河
市
に
は
大
網
御
坊
の
後
身

で
あ
る 
常  
瑞  
寺 
が
現
存
し
て
い
ま
す
。
如
信

じ
ょ
う 
ず
い 
じ

は
そ
の
後
、
常
陸
国
金
沢
（
大
子
町
）
の
草

庵
に
移
り
、
奥
の
御
坊
は
息
子
の 
浄  
如 
が
継

じ
ょ
う 
に
ょ

ぎ
ま
し
た
。
如
信
は
こ
の
金
沢
の
地
で
生
涯

を
終
え
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
更
に
如

信
の
孫 
空  
如 
の
と
き
に
奥
の
御
坊
は
「
願
入

く
う 
な

寺
」と
名
前
を
変
え
、

伏
見
院
勅
願
所
と
な

り
ま
し
た
。
第
八
世

 
如  
慶 
の
と
き
に
奥
州

に
ょ 
け
い

の
乱
の
戦
火
を
逃
れ

る
た
め
、
文
安
三
年

 （
一
四
四
六
）に
金
沢

か
ら
大
根
田
（
緒
川

地
域
）
の
地
に
移
っ

て
き
た
も
の
で
す
。

親
鸞
の
子
孫
た
ち
の

一
部
は
こ
の
時
期
奥

州
に
根
付
い
て
活
動

し
て
お
り
、
大
根
田

や
下
野
高
田 （
栃
木

県
二
宮
町
）
の
門
徒
た
ち
と
連
携
を
と
り

な
が
ら
布
教
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
願
入

寺
は
荒
廃
し
な
が
ら
常
陸
国
内
を
転
々
と

し
ま
す
が
浄
土
真
宗
自
体
は
各
地
の
大
規

模
寺
院
を
拠
点
と
し
て
、
親
鸞
の
門
弟
や

親
族
が
中
心
と
な
り
大
き
な
勢
力
を
持
つ

よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
大
根
田
御

坊
の
如
慶
は
、
本
願
寺
中
興
の
祖
と
い
わ

れ
る 
蓮  
如 
の
東
国
下
向
を
助
け
、
資
金
面

れ
ん 
に
ょ

で
も
協
力
し
た
よ
う
で
す
。
そ
の
と
き
蓮

如
が
大
根
田
御
坊
宛
に
出
し
た
礼
状
が
現

在
も
大
洗
の
願
入
寺
に
遺
さ
れ
て
い
ま
す

 （
県
指
定
文
化
財
）。
大
根
田
に
移
転
し
た

後
も
願
入
寺
の
移
転
は
続
き
ま
す
。
わ
ず

か
二
代
後
に
は
石
神
（
東
海
村
）
に
、
そ

の
後
菅
谷
（
那
珂
市
）
に
、
そ
の
二
代
後

に
は
佐
竹
氏
の
招
き
に
よ
り
久
米
に
移
転

す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
そ
し
て
延
宝

三
年 （
一
六

七
五
）
に
光

圀
に
よ
っ
て

磯
浜
村
（
大

洗
町
祝
町
）

に
寺
領
を
寄

進
・
再
興
さ

れ
現
在
に
続

い
て
い
ま
す
。
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大
根
田
で
は
、
願
入
寺
が
去
っ
た
後
、

 
国  
長 
阿
弥
陀
院
末
寺
の
真
言
宗 
成  
就  
院 

く
に 
お
さ 

じ
ょ
う 
じ
ゅ 
い
ん

と
い
う
寺
院
が
こ
の
地
に
創
建
さ
れ
ま
し

た
。
清
龍
権
現
は
そ
の
境
内
社
と
し
て
祀

ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
成
就
院
が
江
戸

時
代
後
期
の
天
保
年
間
に
廃
寺
に
な
っ
た

あ
と
も
、「
成
就
院
の
守
り
神
」
と
し
て
地

元
の
人
々
か
ら
崇
敬
を
う
け
、
現
在
は
下

小
瀬 
上  
国 
集
落
二
五
軒
で
祠
守
を
し
て
い

か
み 
く
に

ま
す
。「
ケ
ガ
レ
・
災
厄
を
払
う
神
様
」

と
し
て
、
葬
式
を
終
え
る
と
ま
ず
清
龍
さ

ま
に
お
参
り
し
て
か
ら
野
良
仕
事
に
出
か

け
た
そ
う
で
す
。
毎
年
一
一
月
一
五
日
の

お
祭
り
に
は
当
番
の
家
が
甘
酒
を
作
り
参

詣
人
に
振
舞
い
ま
し
た
。
今
年
か
ら
は
甘

酒
を
廃
止
し
た
も
の
の
、
赤
飯
や
煮
し
め

を
作
る
の
は
変
わ
ら
ず
続
い
て
い
ま
す
。

昔
は
夕
方
近
く
に
始
ま
っ
て
、
夜
に
な
っ

て
も
燈
籠
を
つ
け
て
行
っ
て
い
た
そ
う
で

す
が
、
現
在
は
午
後
二
時
頃
か
ら
二
時
間

ほ
ど
で
終
わ
り
に
な
り
ま
す
。
日
曜
日
に

変
え
る
こ
と
な
く
日
付
を
守
っ
て
行
わ
れ

て
い
ま
す
。
地
元
有
志
に
よ
っ
て
結
成
さ

れ
た
大
根
田
遺
跡
保
存
会
が
平
成
一
一
年

に
行
っ
た
願
入
寺
・
成
就
院
跡
の
史
跡
整

備
の
際
、
銅
鏡
が
二
点
出
土
し
ま
し
た
。

一
点
は
直
径
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど

で
室
町
時
代
の
作
、
も
う
一
点
は
一
五
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
江
戸
時
代
中
期
以

降
の
作
だ
そ
う
で
す
。
こ
の
銅
鏡
が
ど
ち

ら
か
の
寺
に
関
わ
る
も
の
か
は
わ
か
っ
て

い
ま
せ
ん
。
偶
然
に
も
大
洗
町
の 
大
洗  
磯 

お
お
あ
ら
い 
い
そ

 
前  
神  
社 
の
大
鳥
居
横
に
も
「
青
龍
権
現
」

さ
き 
じ
ん 
じ
ゃ

が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。（
表
記
は「
清
良
神

社
」） 『
茨
城
県
神
社
誌
』
に
よ
れ
ば
、
小
幡

城
主
で
非
業
の
最
期
を
遂
げ
た
と
さ
れ
る

小
幡
宥
円
を
祀
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
こ
ち
ら
も
そ
の
名
称
と
立
地
か

ら
、
ケ
ガ
レ
を
払
い
清
め
る
意
味
が
あ
る

よ
う
で
す
。
両
社
に
か
か
わ
り
は
あ
る
の

で
し
ょ
う
か
。

　

軍
司
兵
衛
さ
ん
に
聞
き
取
り
調
査
に
御

協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
歴
史
民
俗
資
料
館
）
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おお ね だ がん りゅう じ あと せい りゅう ごん げん

▲大根田願入寺・成就院跡

▲大洗町の願入寺

▲清龍神社のお祭り




