
　

現
在
見
ら
れ
る
菩ぼ

提だ
い

寺じ

と

檀だ
ん

家か

の
関
係
は
、
江
戸
時
代

初
期
か
ら
の
幕
府
の
政
策
か

ら
生
ま
れ
た
も
の
で
す
。

　

市
内
の
寺
院
の
本
堂
や
仏

堂
は
、
檀
家
制
度
が
定
着
化

す
る
中
で
村
人
の
寄
進
で
建

て
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
現
存
す
る
お
堂
は
、
制

度
が
始
ま
っ
て
50
、
60
年
経

た
１
７
０
０
年
以
降
の
も
の

が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

　

そ
う
し
た
中
で
、
市
指
定

文
化
財
の
貝
塚
区
（
豊
栄
地

区
）
宝
光
寺
の
阿
弥
陀
堂
は

１
６
７
１
（
寛
文
11
）
年
に

貝
塚
村
や
新
村
を
は
じ
め
近

隣
40
数
か
村
の
寄
付
で
建
て

ら
れ
ま
し
た
。
寺
の
記
録
に

よ
る
と
、
関
係
し
た
村
々
は

現
在
の
横
芝
光
町
か
ら
多
古

町
に
及
ん
で
い
ま
す
。
本
尊

の
御
利
益
を
熱
心
に
呼
び
掛

け
た
寺
関
係
者
の
信
仰
心
が

お
堂
と
信
仰

貝
塚
を
歩
く

匝瑳探訪
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の

多
く
の
家
屋
を
の
み
込
ん

だ
土
砂
災
害
の
映
像
は
、

こ
の
世
の
も
の
と
は
思
え

な
い
恐
ろ
し
い
光
景
で
あ

り
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
市

議
会
９
月
定
例
会
開
催
中

で
あ
り
ま
し
た
の
で
、
多

く
の
議
員
の
皆
様
か
ら
市

の
防
災
対
策
や
避
難
計
画

に
つ
い
て
、
ご
質
問
を
い

た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。

　

市
の
対
応
（
公
助
）
は

年
々
変
化
す
る
大
規
模
災

害
に
対
し
て
実
践
的
な

視
点
に
立
ち
、
そ
の
対

策
・
計
画
を
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
や
総
合
防
災
訓
練
な

ど
を
通
し
て
市
民
の
皆
様

に
周
知
徹
底
を
図
っ
て
お

り
ま
す
が
、
直
近
の
大
災

害
は
市
だ
け
で
は
到
底
防

げ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
家
族
を
中
心
と
し
た

〝
自
分
の
こ
と
は
自
分
で

守
る
〞（
自
助
）や
、地
域
・

自
主
防
災
組
織
で
の
〝
地

　

先
月
号
で
千

葉
県
は
災
害
の

少
な
い
住
み
や

す
い
地
域
だ
と

記
述
し
た
と
こ

ろ
で
す
が
、
９

月
は
全
国
各
地

で
大
き
な
災
害

が
発
生
し
、
大

勢
の
尊
い
生
命

が
奪
わ
れ
る
な

ど
甚
大
な
被
害

を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
亡

く
な
ら
れ
た
方
々
へ
謹
ん

で
哀
悼
の
意
を
表
す
と
と

も
に
、
被
害
に
遭
わ
れ
た

方
々
に
お
見
舞
い
申
し
上

げ
、
早
期
の
復
旧
・
復
興

を
願
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

進
行
速
度
が
速
か
っ
た

台
風
21
号
の
強
風
と
豪
雨

は
、
四
国
・
近
畿
地
方
を

襲
い
関
西
国
際
空
港
を
孤

島
化
さ
せ
ま
し
た
。
ま
た

激
甚
災
害
に
指
定
さ
れ
た

北
海
道
胆い

ぶ
り振

地
方
の
大
地

震
で
テ
レ
ビ
か
ら
流
れ
る

域
の
こ
と
は
地
域
で
守

る
〞（
共
助
）
に
よ
り
、
普

段
か
ら
の
防
災
意
識
や
チ

ー
ム
ワ
ー
ク
が
非
常
に
重

要
視
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

首
都
直
下
地
震
や
南
海

ト
ラ
フ
地
震
の
発
生
が
危

惧
さ
れ
る
中
、
本
県
、
本

市
に
と
っ
て
も
、
今
回
の

北
海
道
で
の
地
震
に
よ
る

土
砂
災
害
は
他
人
ご
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
市
も

山
間
部
で
は
同
様
で
、
千

葉
県
選
定
の
土
砂
災
害
危

険
箇
所
が
１
８
０
か
所
あ

り
ま
す
。
こ
の
う
ち
土
砂

災
害
警
戒
区
域
の
指
定
が

53
か
所
、
ま
た
、
10
か
所

が
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
箇

所
に
指
定
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
皆
様
に
は
、
本
市
ハ

ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
で
再
確
認

を
し
て
い
た
だ
き
、
常
に

念
頭
に
置
き
、
瞬
時
に
行

動
で
き
る
よ
う
に
心
掛
け

て
く
だ
さ
れ
ば
と
思
い
ま

す
。

し
の
ば
れ
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
１
０
０
年
後
の

１
７
７
６
（
安
永
５
）
年
に

阿
弥
陀
堂
は
再
建
さ
れ
ま
し

た
が
、
関
わ
っ
た
村
は
５
か

村
で
、
寺
院
本
末
制
度
が
確

立
し
、
同
寺
の
末
寺
が
存
在

す
る
村
だ
け
と
な
り
、
こ
の

間
の
変
化
が
見
て
取
れ
ま
す
。

　

宝
光
寺
に
は
他
に
弘
法
大

師
を
ま
つ
る
大
師
堂
が
あ
り
、

１
６
８
６
（
貞
享
３
）
年
に

同
村
の
女
人
衆
で
つ
く
る

「
十
九
夜
念
仏
講
」
の
人
た

ち
に
よ
り
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

市
内
に
は
多
く
の
十
九
夜
講

中
が
存
在
し
ま
し
た
が
、
こ

れ
ほ
ど
の
お
堂
を
建
て
た
信

仰
心
に
は
驚
か
さ
れ
ま
す
。

　

宝
光
寺
は
１
３
９
９
（
応

永
６
）
年
創
建
と
伝
わ
る
由

緒
あ
る
寺
院
で
す
。
そ
れ
に

ふ
さ
わ
し
い
県
指
定
文
化
財

の
仏
画
や
、
１
８
２
０
年
ご

ろ
に
同
寺
住
職
が
立
て
た
芭

蕉
句
碑
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

　

周
囲
の
緑
に
包
ま
れ
た
中

に
古
寺
の
風
情
が
感
じ
ら
れ

る
所
で
す
。

（
市
文
化
財
審
議
会
委
員
・
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