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千
葉
県
南
部
宗
務
所
管
内
寺
院
の
過
疎
、
過
密
に
つ
い
て
の
研
究

遠
　
藤
　
了
　
義

　

過
疎
地
域
と
は
→
国
の
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
に
定
義
す
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
地
域
の
こ
と
、
即
ち
国
の
指
定
す
る
過

疎
地
域
市
町
村
を
も
っ
て
過
疎
地
域
と
す
る
。

　

過
疎
地
域
寺
院
と
は
→
広
義
に
は
過
疎
地
域
に
あ
る
寺
院
総
て
を
指
す
が
、
狭
義
に
過
疎
地
域
に
あ
っ
て
檀
信
徒
の
数
が
減
少
し
維
持

運
営
に
困
難
を
き
た
し
て
い
る
寺
院
。
又
は
、
将
来
に
於
て
そ
の
可
能
性
が
高
い
寺
院

　

過
疎
寺
院
と
は
→
（
寺
院
の
過
疎
と
は
）
社
会
的
要
因
が
主
な
原
因
で
檀
信
徒
の
数
が
減
少
し
て
い
る
寺
院
。
あ
る
い
は
減
少
し
て
い

る
こ
と

　

過
疎
地
寺
院
活
性
化
と
は
→
檀
信
徒
の
数
を
増
や
す
こ
と
で
あ
り
、
地
域
社
会
に
於
て
存
在
感
の
あ
る
寺
院
と
な
る
こ
と
で
あ
り
、
経

済
的
に
自
立
で
き
る
環
境
を
つ
く
る
こ
と
で
あ
る

　

以
上
が
宗
門
の
機
関
で
考
え
て
い
る
過
疎
問
題
で
あ
る
。

　

さ
て
、
そ
れ
で
は
千
葉
県
南
部
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
平
成
三
十
三
年
に
は
日
蓮
大
聖
人
ご
生
誕
八
〇
〇
年
を
迎
え
る
当
地
で

あ
る
が
、
も
と
も
と
真
言
、
天
台
の
地
盤
で
あ
る
。
別
表
の
ご
と
く
人
口
・
世
帯
数
に
対
し
全
寺
院
の
総
数
が
多
く
寺
院
過
密
で
あ
る
。

　

又
、
農
林
水
産
業
の
多
い
土
地
柄
と
、
明
治
の
廃
仏
毀
釈
に
よ
り
仏
教
よ
り
神
道
に
移
っ
た
り
、
戦
後
の
農
地
改
法
（
解
放
）
に
よ
る

寺
院
所
持
の
農
地
が
無
く
な
り
、
又
、
産
業
構
造
の
変
化
で
地
方
よ
り
都
市
へ
の
人
口
の
流
出
、
残
さ
れ
た
人
々
の
老
齢
化
と
い
う
社
会
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環
境
の
変
化
が
生
じ
た
。
寺
院
は
経
済
の
困
窮
、
後
継
者
難
、
住
職
の
高
齢
化
、
無
住
化
を
歩
む
こ
と
と
な
っ
た
。

　

又
、
そ
こ
に
新
興
宗
教
が
入
っ
て
来
る
と
い
う
無
住
や
代
務
寺
の
地
域
に
増
加
し
て
い
る
。

　

宗
門
の
三
十
一
等
以
下
の
寺
院
は
全
国
で
一
、
〇
〇
〇
数
ヶ
寺
で
あ
る
が
、
そ
の
五
％
の
五
十
四
ヶ
寺
が
千
葉
県
南
部
で
あ
り
千
葉
教

区
で
は
一
五
九
ヶ
寺
一
五
％
と
な
る
。

　

又
、
固
定
電
話
の
無
い
寺
院
が
別
表
の
ご
と
く
千
葉
教
区
で
百
十
一
ヶ
寺
、
千
葉
南
部
は
二
十
三
ヶ
寺
で
あ
る
。
固
定
電
話
が
な
い
と

い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
住
ん
で
居
な
い
と
云
う
事
で
あ
る
。
千
葉
県
南
部
で
代
務
寺
院
は
三
十
六
ヶ
寺
あ
り
正
住
職
が
居
て
も
名
前
だ
け

で
普
段
は
お
寺
に
は
居
な
い
と
い
う
寺
院
も
二
十
数
ヶ
寺
あ
り
名
義
上
の
み
の
住
職
で
住
職
寺
と
い
っ
て
も
寺
院
自
体
は
無
住
寺
と
変
わ

り
は
な
い
。
そ
う
し
た
中
で
は
普
段
住
職
と
檀
家
と
の
交
流
は
ほ
と
ん
ど
無
い
。

　

又
、
数
ヶ
寺
代
務
を
し
て
い
る
か
ら
何
か
と
経
済
的
に
生
活
が
維
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
え
て
正
住
職
の
赴
任
を
代
務
者
は
望
ん
で
い

な
い
し
、
少
数
の
檀
家
で
は
一
寺
を
養
う
こ
と
は
経
済
的
に
も
無
理
と
い
う
背
景
も
あ
る
。（
檀
家
も
正
住
を
望
ん
で
い
な
い
）

　

過
疎
地
に
あ
っ
て
も
立
派
に
堂
宇
が
再
建
さ
れ
た
寺
も
あ
る
。
檀
家
の
法
務
が
少
な
い
為
、
何
ら
か
の
兼
職
に
就
き
、
社
会
の
職
場
で

一
生
を
過
ご
し
た
住
職
が
、
最
後
に
仏
祖
へ
の
お
返
し
に
と
い
う
思
い
か
ら
、
自
分
の
退
職
金
を
投
げ
出
し
て
再
建
さ
れ
た
と
い
う
例
も

無
く
は
な
い
。
そ
う
い
う
寺
の
場
合
は
寺
と
檀
家
の
関
係
も
安
定
し
て
い
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
檀
家
数
が
少
な
く
無
住
と
な
っ
た
寺
を
代
務
す
る
場
合
、
代
務
寺
院
の
伽
藍
整
備
は
常
識
的
に
考
え
て
も
難
し
い
。
代

務
住
職
は
檀
家
の
法
務
に
は
出
か
け
る
が
、
寺
の
前
は
素
通
り
と
な
り
堂
宇
は
荒
れ
る
ば
か
り
で
あ
ろ
う
。

　

檀
家
数
が
寺
門
維
持
の
限
界
ぎ
り
ぎ
り
と
い
っ
た
寺
は
、
檀
信
徒
の
寄
付
を
集
め
て
堂
宇
の
修
理
に
精
一
杯
で
布
教
ど
こ
ろ
で
は
無
い

で
あ
ろ
う
。

　

今
後
は
、
過
疎
化
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
千
葉
南
部
の
寺
院
を
い
か
に
考
え
る
か
と
い
う
問
題
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
出
来
る
範
囲
を
超
え
て

い
て
複
雑
で
あ
る
。
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こ
の
問
題
は
各
寺
院
の
置
か
れ
て
い
る
地
理
的
条
件
を
は
じ
め
、
そ
の
寺
の
特
殊
な
事
情
な
ど
「
生
活
困
窮
寺
院
」
と
重
ね
合
わ
せ
て

解
決
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。（
寺
院
は
過
密
で
集
落
は
過
疎
で
あ
る
）

　

本
来
、
寺
院
を
拠
点
と
し
、
布
教
の
一
単
位
と
し
て
進
め
て
き
た
存
在
が
、
社
会
変
動
の
影
響
や
寺
檀
僧
俗
対
応
の
あ
り
方
が
不
在
寺

院
と
な
り
空
寺
化
し
て
ゆ
く
パ
タ
ー
ン
が
増
加
し
て
い
く
事
は
目
に
見
え
て
お
り
、
現
代
社
会
で
は
、
デ
パ
ー
ト
、
銀
行
、
中
小
大
企
業

な
ど
合
併
を
し
て
も
自
社
の
生
き
残
り
を
計
っ
て
い
る
時
代
で
あ
る
。
現
場
の
現
実
を
知
っ
て
も
ら
い
、
宗
門
も
五
〇
〇
〇
ヶ
寺
と
い
う

寺
院
数
へ
の
こ
だ
わ
り
を
捨
て
、
ま
ず
堂
宇
の
無
い
名
前
だ
け
の
寺
院
や
寺
院
の
境
内
地
に
集
会
所
が
建
っ
て
お
る
な
ど
の
寺
院
を
合
併
、

統
廃
合
を
進
め
る
事
で
実
質
的
な
法
城
と
し
て
の
寺
院
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
と
提
言
し
ま
す
。
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勝浦武道大学の前に創価学会の会館
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資
料
②

※�
過
疎
寺
院
問
題
は
、
地
域
の
過
疎
化
に
よ
り
生
じ
て
い
る
も
の
と
過
密
寺
院
の
よ
う
に
特
殊
な
事
情
に
よ
り
生
じ
て
い
る
も
の
に
大
別

さ
れ
る
。

◎
過
疎
地
寺
院
の
現
状
（
将
来
不
常
住
寺
院
に
な
る
恐
れ
の
あ
る
寺
院
）

　

法
務
だ
け
で
寺
院
の
維
持
、
生
活
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
寺
院

　

生
活
の
為
、
寺
以
外
に
勤
務
し
て
寺
院
を
維
持
し
て
い
る
寺
院

　
　
（
会
社
、
役
場
、
教
職
員
、
団
体
職
員
な
ど
）

　

生
活
の
為
、
副
業
を
有
し
寺
院
を
維
持
し
て
い
る
寺
院

　
　
（
ア
パ
ー
ト
業
、
店
舗
経
営
、
会
社
経
営
）

　

住
職
の
年
金
が
あ
る
為
に
い
ま
の
と
こ
ろ
維
持
出
来
て
い
る
寺
院

　

生
活
を
切
り
つ
め
る
こ
と
で
か
ろ
う
じ
て
維
持
し
て
い
る
寺
院

　

時
々
他
の
寺
院
の
手
伝
い
を
し
な
が
ら
維
持
し
て
い
る
寺
院

　

生
活
の
為
地
域
外
で
暮
ら
し
法
務
の
度
に
寺
に
戻
る
こ
と
で
維
持
し
て
い
る
寺
院

　

他
の
寺
院
に
努
め
て
法
務
の
度
に
寺
に
戻
る
こ
と
で
維
持
し
て
い
る
寺
院

　

檀
家
数
が
少
な
く
他
寺
院
（
親
等
）
の
援
助
で
維
持
し
て
い
る
寺
院

　

檀
家
数
が
少
な
く
代
務
に
よ
り
維
持
し
て
い
る
寺
院

　

伽
藍
は
存
在
す
る
が
兼
務
に
よ
り
維
持
し
て
い
る
寺
院

　

等
々
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◎
不
活
動
寺
院
（
宗
教
活
動
を
全
く
行
わ
な
い
宗
教
法
人
）

　

参
拝
や
法
要
な
ど
の
出
来
る
堂
宇
が
無
い
寺
院

　

住
職
・
寺
族
が
生
活
出
来
る
庫
裡
が
無
い
寺
院

　

境
内
地
が
無
い
寺
院

　

墓
地
が
無
い
寺
院

　

檀
信
徒
が
い
な
い
寺
院

　

法
務
や
葬
儀
が
行
わ
れ
て
い
な
い
寺
院

　

等
々

（
過
疎
地
寺
院
活
性
化
検
討
委
員
会
資
料
よ
り
）


