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ケ
島

聖
跡
佐
渡
は
ゆ
れ
て
い
る

図表2 (寛永年間)

(現 在)図表3
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過
疎
化
が
進
み
ゆ
く
な
か
で
、
他
宗
他
教
団
と

の
共
存
共
栄
と
い
う
現
実
を
ふ
ま
え
、
今
後
ど
の

よ
う
な
布
教
方
法
、
寺
院
の
活
性
化
の
方
法
が
あ

る
の
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

開基年代 寺数 % 

慶 長 
42 46 

1596-篤竹 

元 利 
27 29 

略15-1624 

寛 永 
23 25 

1624…1644 

計 92 100 

※開基年代不明18

(
過
疎
化
の
現
状
)
金
山
の
衰
退
が
過
疎
化
を
招

き
、
寺
院
は
荒
廃
し
、
年
寄
り
ば
か
り
の
隠
居
島

と
な
っ
て
い
く
。

佐
渡
は
、
慶
長
年
間
(
一
六
〇
〇
年
頃
)

に
鉱

脈
が
発
見
さ
れ
、
金
山
の
発
展
と
共
に
相
川
地
区

を
中
心
に
人
口
が
増
え
、
町
が
拡
大
し
、
同
時
に

多
く
の
寺
院
が
建
立
さ
れ
て
い
っ
た
。
表
の
よ
う

に
開
基
年
代
が
一
応
想
定
で
き
る
九
二
の
寺
院
が
、

み
な
寛
永
年
間
(
一
六
二
四
̃
二
八
四
四
)
以
前

に
成
立
し
て
お
り
、
開
基
年
代
不
明
の
寺
も
多
く

は
寛
永
以
前
の
成
立
と
み
ら
れ
て
い
る
(
図
表
1
、

2
、
3
)
。

し
か
し
、
一
七
〇
〇
年
か
ら
一
八
〇
〇
年
頃
に

な
る
と
、
金
山
の
衰
退
化
が
は
じ
ま
り
、
人
々
も

佐
渡
か
ら
出
て
行
く
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
影
響

を
受
け
て
檀
家
も
減
り
は
じ
め
、
寺
院
も
し
だ
い

に
衰
退
の
様
相
を
み
せ
は
じ
め
た
。
農
漁
村
の
寺

院
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
が
、
特
に
鉱
山
関
係
の

檀
家
の
多
か
っ
だ
寺
院
で
は
そ
の
影
響
は
大
で
あ

り
、
廃
寺
あ
る
い
は
合
併
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
寺

院
も
出
て
き
た
。
そ
の
後
も
過
疎
化
は
進
み
、
明

治
か
ら
昭
和
初
期
に
建
立
さ
れ
た
墓
は
後
継
者
も

な
く
荒
れ
は
て
で
い
る
(
写
真
I
)
。
現
在
に
お
い



で
も
過
疎
化
は
進
行
中
で
あ
る
が
、
こ
の
大
き
な

原
因
と
し
て
離
島
と
い
う
地
理
的
条
件
か
ら
く
る

企
業
誘
致
の
む
つ
か
し
さ
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
実

際
、
佐
渡
で
は
大
き
な
産
業
も
な
く
、
公
務
員
と

か
教
職
に
つ
く
人
が
多
い
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
寺
院
の
合
併
と
い
う

話
も
出
て
く
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
住
職

が
賛
成
し
て
も
檀
家
側
に
抵
抗
が
あ
り
、
す
ぐ
に

は
実
現
で
き
る
と
は
思
え
な
い
。
ま
た
、
そ
う
し

た
檀
徒
も
高
齢
化
し
っ
つ
あ
り
、
今
日
の
佐
渡
は

「
隠
居
島
」
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
る
。

《
島
民
の
信
仰
)
昔
か
ら
の
話
中
も
し
だ
い
に
減

り
、
信
行
活
動
は
低
下
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
年
忌
、
追
善
の
供
養
の
時
に
は
、

僧
侶
の
読
経
後
、
そ
の
夜
、
法
華
の
話
中
を
呼
ん

で
お
題
目
を
戴
く
と
か
、
お
供
え
、
供
養
の
席
も

て
い
ね
い
に
す
る
土
地
柄
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

は
信
仰
心
は
あ
る
の
だ
が
、

そ
れ
が
、
寺
院
に
と
つ
て

の
十
分
な
布
施
収
入
と
は

結
び
つ
か
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
で
も
寺
を
修
理
し
た

り
、
寺
族
の
生
活
費
と
い

う
の
は
檀
家
の
布
施
収
入

に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
地
は
、
元
来
島
特

有
の
閉
鎖
的
な
体
質
を
持

っ
て
お
り
、
歴
史
的
に
み

る
と
大
聖
人
の
歩
か
れ
た

地
域
以
外
で
は
、
日
蓮
宗

は
伸
び
て
い
な
い
。
し
か

し
講
中
と
い
う
改
宗
し
な

く
て
も
良
い
方
法
に
よ
り
、

多
く
の
人
々
を
日
蓮
宗
の

お
題
目
の
輪
に
取
り
入
れ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
い
つ
の
頃
か
ら

し
だ
い
に
諮
中
の
活
動
も

衰
え
は
じ
め
、
今
日
で
は

か
つ
て
の
勢
い
は
み
ら
れ

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

ま
た
信
仰
心
も
、
い
わ

ゆ
る
先
祖
供
養
を
中
心
と

し
た
仏
事
に
は
熱
心
で
あ

る
が
、
特
に
御
書
を
読
む
と
か
、
日
蓮
宗
の
教
え

を
学
ぶ
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
、
「
大
聖

人
の
霊
場
だ
か
ら
信
仰
心
も
強
い
だ
ろ
う
」
と
期

待
し
て
よ
そ
の
土
地
か
ら
来
た
僧
侶
を
が
っ
か
り

さ
せ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

近
年
で
は
、
護
法
会
を
作
り
寺
院
も
ち
ま
わ
り

で
年
会
費
を
集
め
て
活
動
を
し
て
い
る
が
、
年
々

不
活
発
、
マ
ン
ネ
リ
化
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

《
他
教
団
と
日
蓮
宗
寺
院
を

こ
の
地
で
は
既
成
仏

教
教
団
や
立
正
佼
成
会
と
も
共
存
共
栄
し
て
い
る

日
蓮
宗
寺
院
が
多
い
。

相
川
地
区
の
場
合
、
葬
儀
の
時
に
は
各
宗
の
僧

侶
が
出
座
し
、
そ
の
寺
の
宗
旨
に
合
せ
た
お
経
を

読
み
布
施
を
も
ら
っ
て
く
る
と
い
う
、
い
わ
ば
超

宗
派
互
助
シ
ス
テ
ム
の
習
慣
が
あ
る
が
、
人
々
は

そ
の
こ
と
を
信
仰
上
の
矛
盾
と
は
考
え
ず
、
む
し

ろ
親
し
み
を
感
じ
あ
り
が
た
が
る
。
そ
の
際
葬
儀

の
布
施
は
基
準
を
決
め
て
や
っ
て
い
る
の
で
、
寺

に
よ
る
不
公
平
は
な
く
、
不
満
も
出
て
こ
な
い
。

佼
成
会
は
他
宗
教
と
の
表
面
的
な
対
決
を
さ
け

る
布
教
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
為
佐
渡
に
お

け
る
佼
成
会
の
普
及
率
は
高
く
、
殊
に
日
蓮
宗
寺

院
と
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
実
際
、
檀
家
の
中

に
は
佼
成
会
員
が
か
な
り
存
在
し
、
ま
た
幹
部
と

な
っ
て
い
る
者
も
あ
る
。
寺
院
に
よ
っ
て
は
佼
成

会
員
が
積
極
的
に
総
代
を
つ
と
め
て
い
る
場
合
も

あ
る
。

彼
ら
が
入
信
し
て
い
く
理
由
の
一
つ
に
は
、
こ

の
地
方
で
は
身
内
結
婚
が
多
い
の
で
、
結
婚
と
同

時
に
い
や
お
う
な
く
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が

あ
る
。
し
か
し
ま
た
彼
ら
は
、
寺
院
の
行
事
に
は

進
ん
で
参
加
す
る
し
、
寺
院
に
と
っ
て
は
あ
り
が

た
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
日
蓮
宗
寺
院

と
佼
成
会
と
の
密
接
な
関
係
に
つ
い
て
、
佼
成
会

幹
部
も
「
教
え
は
一
つ
だ
か
ら
、
法
華
の
僧
侶
と

も
お
互
い
に
懇
意
に
し
て
い
る
」
と
語
っ
て
お
り

こ
の
関
係
は
急
に
変
わ
る
こ
と
は
な
さ
そ
う
だ
。

ま
た
佐
渡
で
は
、
他
宗
の
寺
院
の
ま
わ
り
で
は

お
互
い
に
布
教
を
避
け
る
と
い
っ
た

「
な
わ
ぼ
り

意
識
」
が
あ
り
、
他
宗
を
お
び
や
か
す
よ
う
な
積

極
的
な
布
教
方
法
は
と
れ
な
い
。
ま
た
祈
稿
に
よ

る
布
教
も
む
つ
か
し
い
。
そ
こ
で
、
寺
院
に
腰
を

す
え
で
、
寺
に
や
っ
て
く
る
人
々
と
お
茶
飲
み
話

を
し
な
か
ら
接
触
し
て
い
く
と
い
う
方
法
が
と
ら

れ
て
い
る
。

他
教
団
を
み
て
み
る
と
、
佼
成
会
以
外
の
新
宗

教
も
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
も
伸
び

な
い
し
、
創
価
学
会
と
い
う
と
蔑
視
さ
れ
る
風
潮

さ
え
あ
る
。

《
佐
渡
寺
院
の
活
性
化
)
特
殊
な
宗
教
信
仰
形
態

の
中
に
あ
っ
て
、
な
ん
と
か
頑
張
っ
て
寺
院
の
護

持
発
展
を
考
え
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
あ
る
。

大
勢
の
観
光
客
に
対
し
、
日
蓮
宗
寺
院
の
参
拝

コ
ー
ス
を
作
り
、
記
念
品
を
出
す
と
い
う
ア
イ
デ

ィ
ア
も
あ
り
、
他
宗
で
は
あ
る
が
芸
能
人
を
呼
ん

だ
り
、
ジ
ャ
ズ
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
し
、
人
々
と

の
接
触
を
は
か
っ
て
い
る
僧
侶
も
あ
る
。

他
宗
か
ら
欲
し
い
と
申
し
出
の
あ
っ
た
無
住
寺

の
中
に
は
、
立
派
に
使
用
で
き
る
本
堂
、
境
内
等

も
あ
る
の
で
な
ん
と
か
し
だ
い
が
、
法
縁
が
お
さ

え
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
手
が
出
せ
な
い

(
写
真

2
)
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
法
縁
の
存
在
が
マ

イ
ナ
ス
の
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
え
る
。

ま
た
本
宗
僧
侶
の
一
部
に
は
、
佼
成
会
や
他
宗

と
は
明
確
に
一
線
を
画
し
、
佼
成
会
に
入
っ
て
い

る
檀
家
を
さ
び
し
く
批
判
す
る
住
職
と
か
、
他
宗

の
葬
儀
に
は
出
座
を
断
り
、
ま
た
自
坊
の
葬
儀
に

も
他
宗
の
僧
侶
に
は
出
座
し
て
も
ら
わ
な
い
住
職

も
い
る
。
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