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御
前
山
地
域
の
西
端

に
位
置
す
る
野
田
地

区
。
字
綱
川
に
あ
る
お

堂
が
長
源
寺
地
蔵
堂
で

す
。
寺
に
伝
わ
る
書
付

に
よ
れ
ば
創
建
は
天
正

元
年
（
一
五
七
三
）、
当

時
は
「
三
王
山
医
王
院

長
源
寺
」
と
称
し
た
と

さ
れ
ま
す
。
で
す
が
、

水
戸
藩
が
領
内
の
寺
院

の
台
帳
「
開
基
帳
」
を

ま
と
め
た
寛
文
三
年

（
一
六
六
三
）の
段
階
で

は
、
長
源
寺
は
「
皆
本
山
長
玄
寺
」
と
表

記
さ
れ
、
浄
土
宗
で
瓜
連
の
常
福
寺
の
末

寺
だ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

水
戸
藩
成
立
以
前
の
慶
長
七
年
（
一
六

〇
二
）に
家
康
の
命
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
、

い
わ
ゆ
る 
備  
前  
検  
地 
で
は
、長
源
寺
は「 
見 

び 
ぜ
ん 
け
ん 
ち 

み

 
捨 
」（
見
捨
地
）
と
さ
れ
年
貢
が
免
除
さ
れ

す
てて

い
ま
し
た
。
檀
家
は
三
十
五
軒
と
い
う

小
さ
な
寺
で
し
た
。

　

こ
れ
だ
け
の
大
き
さ
の
絵
を
、
小
さ
な

寺
院
が
持
つ
に
至
っ
た
経
緯
は
な
ん
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
お
そ
ら
く
檀
家
が
資

金
を
出
し
合
い
、
更
に
一
般
の
人
々
に
も

 
勧  
進 
（
寄
付
）
を
募
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ

か
ん 
じ
ん

ん
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
涅
槃
会
を
重
要
視

し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
思
い
は
今
に
受
け
継
が
れ
、
長
源

寺
地
蔵
堂
で
は
現
在
も
毎
年
八
月
二
十
三

日
に
子
安
地
蔵
の
開
帳
を
兼
ね
た
涅
槃
会

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
野
田
の
四
つ
の
地

区
が
回
り
番
で
会
の
準
備
・
片
付
け
の
担

当
と
な
り
、
当
日
は
朝
か
ら
地
蔵
堂
の
周

り
や
堂
内
を
清
掃
し
、
涅
槃
図
を
掛
け
、

子
安
地
蔵
の 
厨  
子 
を
開
帳
し
て
参
拝
の

ず 

し

人
々
を
待
ち
ま
す
。
線
香
を
手
向
け
お
参

り
し
、
持
ち
寄
っ
た
だ
ん
ご
や
お
酒
な
ど

を
振
る
舞
い
、
一
日
中
、
地
元
の
人
々
や

子
ど
も
た
ち
の
参
拝
が
続
く
そ
う
で
す
。

無
住
に
な
っ
た
寺
院
に
伝
わ
る
行
事
を
地

区
の
檀
家
だ
け
で
行
っ
て
い
る
大
変
珍
し

い
事
例
と
い
え
ま
す
。

　

地
蔵
堂
の
役
員
の
方
々
の
協
議
に
よ
り

境
内
を
整
備
し
、
近
年
、
裏
山
に
埋
も
れ

て
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
江
戸
時
代
初

期
以
来
の
歴
代
住
職
の
墓
や
新
潟
や
水
戸

な
ど
他
所
の
人
の
墓
を
掘
り
起
こ
し
て
並

べ
直
す
な
ど
、
地
元
の
皆
さ
ん
の
思
い
に

よ
っ
て
今
も
地
蔵
堂
は
地
域
の
よ
り
ど
こ

ろ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

※
滝
田
次
男
さ
ん
に
聞
き
取
り
調
査

に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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地
蔵
堂
に
安
置
さ
れ
る
子
安
地
蔵
は
古

く
か
ら
安
産
・
子
育
て
を
願
う
女
性
の
信

仰
を
集
め
て
き
ま
し
た
。
地
蔵
の
左
手
に

は
出
産
を
ひ
か
え
た
女
性
が
腹
に
巻
い
て

安
産
を
願
っ
た
と
い
う
紅
白
の
タ
ス
キ
が

何
本
も
掛
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
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長
源
寺
に
は
江
戸
時
代
中
ご
ろ
の
制
作

と
思
わ
れ
る
「
釈
迦
涅
槃
図
」
と
い
う
絵

画
が
伝
わ
り
ま
す
。「
涅
槃
図
」と
は
釈
迦

が
臨
終
を
迎
え
る
場
面
を
描
い
た
絵
画

で
、
釈
迦
を
尊
び
し
の
ぶ
「 
涅  
槃  
会 
」
が

ね 
は
ん 
え

行
わ
れ
る
際
に
そ
の
場
に
飾
ら
れ
る
も
の

で
す
。
そ
の
た
め
多
く
は
掛
軸
と
し
て
作

ら
れ
て
い
ま
す
。
大
判
の
も
の
が
多
い
の

が
特
徴
で
、
長
源
寺
の
涅
槃
図
も
縦
２
１

９�
、
横
１
４
５�
あ
ま
り
あ
り
ま
す
。

国
宝
と
し
て
有
名
な
高
野
山
金
剛
峯
寺
の

日
本
最
古
の
涅
槃
図
は
、
平
安
時
代
後
期

の
応
徳
三
年
（
一
〇
八
六
）
の
銘
が
あ
り
、

お
よ
そ
２
７
０�
四
方
の
大
き
さ
で
す
。

　

涅
槃
図
が
入
っ
て
い
た
箱
の
表
書
に

「 
涅  
槃  
絵  
像 

ね 
は
ん 
え 
ぞ
う 
什 
じ
ゅ
う 
物 　
長
源
寺　 
體  
誉  
代 
」、
箱

も
つ 

た
い 
よ 
だ
い

裏
に「 
念  
仏  
講  
惣  
旦 

ね
ん 
ぶ
つ 
こ
う 
そ
う 
だ
ん 
中 
ち
ゅ
う 
延 えん 
享 
き
ょ
う 
四 よん 
丁 
ひ
の
と 
卯  
四  
月 

う 

し 
が
つ

 
造 ぞう 
立 
」
と
墨
書
が
あ
り
ま
す
。「
造
立
」
が

り
ゅ
う

箱
の
制
作
を
指
す
の
か
、
絵
自
体
の
制
作

を
指
す
の
か
不
明
で
す
が
、
少
な
く
と
も

絵
は
箱
と
同
時
代
か
そ
れ
よ
り
早
く
作
ら

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

絵
で
は
北
枕
に
横
た
わ
る
釈
迦
の
周
囲

に
集
ま
っ
た
弟
子
や
諸
仏
、
動
物
や
昆
虫

た
ち
が
そ
の
死
を
嘆
き
悲
し
む
様
子
が
極

彩
色
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。
画
面
の
右
上

か
ら
は
釈
迦
の
母
親
の 
摩  
耶  
夫  
人 
が
天
上

ま 

や 

ぶ 
に
ん

か
ら
駆
け
付
け
て
い
ま
す
。

▲長源寺地蔵堂

▲紙本著色釈迦涅槃図


