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上
越
高
田
別
院

　

直
江
津
か
ら
「
え
ち
ご
ト
キ
メ
キ
鉄
道
を
乗
り
換
え
て
二
つ

目
の
高
田
で
降
り
る
。
駅
か
ら
西
へ
歩
き
「
寺
町
」
の
二
本
目

の
道
を
南
へ
十
分
ほ
ど
歩
く
と
浄
興
寺
（
お
西
）
の
次
に
高
田

別
院
（
地
図
は
東
本
願
寺
別
院
と
あ
る
）
が
出
て
く
る
。

　

近
く
に
大
き
な
建
物
が
な
い
の
で
山
門
だ
け
が
一
段
と
大
き

く
感
じ
る
。
門
柱
に
は
彫
刻
が
施
さ
れ
て
い
る
の
は
珍
し
い
。

本
堂
と
右
の
教
務
所
、
書
院
が
あ
り
、
屋
根
が
ト
タ
ン
葺
き
で

あ
る
か
ら
環
境
に
や
さ
し
い
雪
害
対
策
な
の
だ
と
思
っ
た
。
少

し
達
が
低
く
感
じ
ら
れ
た
が
堂
内
は
広
く
段
差
も
小
さ
い
の
で

参
拝
者
へ
の
工
夫
が
こ
ら
さ
れ
て
い
る
と
思
っ
た
。

　

念
願
の
お
寺
に
来
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
お
勤
め
を
し
て
静

か
な
堂
内
を
眺
め
た
り
念
仏
し
た
り
し
て
ひ
と
と
き
を
す
ご
す
。

階
段
を
降
り
る
と
右
に
銀
杏
の
大
木
が
あ
り
、
左
に
は
教
務
所

が
あ
る
。
早
朝
な
の
に
一
人
立
っ
て
い
ら
れ
た
の
で
礼
を
し
て

山
門
を
出
た
。

　

時
間
に
少
し
余
裕
が
あ
っ
た
の
で
市
街
と
城
跡
を
見
て
こ
よ

う
と
歩
い
て
い
る
と
、
時
々
道
の
中
央
に
融
雪
パ
イ
プ
の
穴
や

民
家
の
一
階
か
ら
二
階
の
屋
根
へ
の
ア
ル
ミ
製
（
鉄
も
）
の
ハ

シ
ゴ
が
か
け
ら
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
あ
る
。
商
店
街
の

雁
木
も
そ
う
だ
が
積
雪
の
多
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

　

ほ
ど
な
く
外
堀
に
出
る
と
民
家
の
門
前
に
老
人
が
み
え
た
の

で
、
時
の
あ
い
さ
つ
と
「
名
古
屋
か
ら
今
、
浄
興
寺
さ
ん
と
高

田
別
院
に
参
っ
て
来
た
と
こ
ろ
で
す
」
と
言
う
と
「
へ
ー
、
名

古
屋
か
ら
来
な
さ
っ
た
か
。
遠
い
と
こ
ろ
か
ら
ご
苦
労
さ
ま
」

と
笑
顔
で
応
え
ら
れ
た
。
わ
し
も
お
東
の
門
徒
だ
よ
。
毎
日
お

勤
め
を
し
て
い
る
の
だ
と
言
わ
れ
た
時
に
私
は
、
あ
あ
、
ご
縁

だ
、
御
同
朋
・
御
同
行
だ
と
幸
せ
を
感
じ
る
。

　

一
昨
年
は
三
メ
ー
ト
ル
も
雪
が

降
っ
た
が
融
雪
施
設
を
見
な
が
ら

こ
の
通
り
に
な
っ
て
た
す
か
っ
て

い
る
よ
と
言
わ
れ
た
。
そ
の
あ
と

介
護
の
バ
ス
が
来
た
の
で
残
念
な

が
ら
お
別
れ
す
る
。
も
う
少
し
お

話
が
聞
け
た
ら
と
思
い
な
が
ら
中

心
商
店
街
に
行
く
と
シ
ャ
ッ
タ
ー

街
で
一
服
す
る
こ
と
も
で
き
ず
。

釋
綽
智



　

先
月
、
資
料
調
査
の
た
め
親
鸞
聖
人
ご
流
罪
の
地
で
あ
る
新

潟
県
・
上
越
市
（
旧
・
越
後
国
）
を
訪
れ
ま
し
た
。
流
罪
と
は
、

「
承
元
の
法
難
」
と
い
う
名
称
で
知
ら
れ
て
お
り
、承
元
元
（
一

二
〇
七
）
年
、
法
然
上
人
及
び
親
鸞
聖
人
を
含
め
た
法
然
門
下

七
名
が
念
仏
弾
圧
に
よ
り
流
罪
に
処
さ
れ
た
出
来
事
を
さ
し
ま

す
。
親
鸞
聖
人
は
三
十
五
歳
と
い
う
若
さ
で
越
後
へ
遠
流
と
な

り
、
赦
免
さ
れ
る
ま
で
の
五
年
間
、
ま
た
そ
の
後
も
二
年
ほ
ど

留
ま
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
計
七
年
ほ
ど
越
後
で
生
活
さ
れ
た

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

当
時
の
仏
教
と
い
え
ば
、
南
都
北
嶺
と
い
っ
て
京
都
・
奈
良

が
中
心
で
あ
り
、
延
暦
寺
や
興
福
寺
な
ど
基
本
的
に
寺
に
籠
っ

た
僧
侶
が
習
得
す
る
も
の
で
し
た
。
ま
た
、
貴
族
出
の
親
鸞
聖

人
が
生
活
さ
れ
て
い
た
京
都
は
ま
さ
し
く
都
で
あ
り
、
国
家
の

中
枢
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
都
の
生
活
と
越
後
の
庶
民
の

生
活
と
は
貧
富
の
差
も
、
ま
た
学
問
や
思
想
に
も
格
差
が
あ
っ

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
親
鸞
聖
人
の
著
作
で
あ
る
『
一
念
多
念

文
意
』『
唯
信
鈔
文
意
』
の
奥
書
の
よ
う
な
箇
所
に
、

　

い
な
か
の
ひ
と
び
と
の
、
文
字
の
こ
こ
ろ
も
し
ら
ず
、

あ
さ
ま
し
き
、
愚
痴
き
わ
ま
り
な
き
ゆ
え
に
、

　

や
す
く
こ
こ
ろ
え
さ
せ
ん
と
て
、
お
な
じ
こ
と
を
、

と
り
か
え
し
と
り
か
え
し
か
き
つ
け
た
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
真
宗
聖
典
』
五
四
六
頁
）
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念
仏
発
祥
の
地
か
ら
思
い
を
馳
せ

田
中 

智
教

上越市・光源寺所蔵「御満悦の御影」



で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
は
、
庶
民
の
生
活
の
中
に
身
を
置
い
て
僧
侶
の
み
な
ら

ず
誰
で
も
で
き
る
念
仏
と
い
う
仏
道
修
行
が
根
本
に
あ
る
中
で
、

苦
悩
す
る
庶
民
と
共
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
称
え
る
こ
と
を

実
践
的
に
行
っ
た
最
初
の
土
地
で
あ
り
、
日
本
全
国
で
浄
土
真

宗
が
一
般
的
と
な
っ
た
礎
の
地
と
も
い
え
る
た
め
「
発
祥
之
地
」
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と
あ
り
ま
す
。
越
後
の
人
た
ち
は
、
言
葉
の
意
味
も
理
解
で
き

な
い
し
、
愚
痴
ば
か
り
こ
ぼ
す
生
活
を
し
て
い
る
た
め
、
念
仏

の
教
え
を
わ
か
り
や
す
く
理
解
し
て
も
ら
え
る
よ
う
繰
り
返
し

同
じ
こ
と
を
書
い
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

そ
の
「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」
に
念
仏
の
教
え
を
理
解
し
て
も

ら
う
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
人
た
ち
と

共
に
生
活
し
た
こ
と
が
親
鸞
聖
人
に
と
っ
て
と
り
わ
け
重
要
で

あ
っ
た
よ
う
に
思
う
の
で
す
。

　

親
鸞
聖
人
が
流
罪
に
あ
っ
て
流
れ
着
い
た
の
は
越
後
の
居
多

ヶ
浜
（
現
、
上
越
市
五
智
）
で
し
た
。
そ
こ
に
金
子
大
榮
師
の

字
で
「
念
仏
発
祥
之
地
」
と
書
か
れ
た
石
碑
が
あ
り
ま
す
。
念

仏
と
は
、
そ
れ
こ
そ
お
経
に
説
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、

イ
ン
ド
、
中
国
と
渡
っ
て
日
本
に
伝
来
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

親
鸞
聖
人
が
流
罪
に
あ
っ
た
越
後
が
発
祥
と
は
ど
う
い
う
こ
と
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今
年
の
コ
ロ
ナ
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。
も
し
昨

年
ま
で
と
は
違
っ
て
よ
い
状
況
に
な
れ
ば
、
春
は
彼
岸
永
代
経
、

盆
勤
め
、
秋
の
彼
岸
永
代
経
、
報
恩
講
を
勤
め
ま
す
。

 

一 
月
二
十
八
日
（
金
）
十
時　

親
鸞
聖
人
命
日
の
お
勤
め

 

行
事
予
定 

令
和
四
年（
２
０
２
２
年
）年
忌
表

年
　
回

年
回
に
あ
た
る
没
年

一
周
忌

三
回
忌

七
回
忌

十
三
回
忌

十
七
回
忌

二
十
三
回
忌

二
十
七
回
忌

三
十
三
回
忌

三
十
七
回
忌

四
十
三
回
忌

四
十
七
回
忌

五
十
回
忌

令
和
3 

年
（
２
０
２
１
年
）

令
和
2 

年
（
２
０
２
０
年
）

平
成
28 

年
（
２
０
１
６
年
）

平
成
22 

年
（
２
０
１
０
年
）

平
成
18 

年
（
２
０
０
６
年
）

平
成
12 

年
（
２
０
０
０
年
）

平
成
8 

年
（
１
９
９
６
年
）

平
成
2
年
（
１
９
９
０
年
）

昭
和
61 

年
（
１
９
８
６
年
）

昭
和
55 

年
（
１
９
８
０
年
）

昭
和
51 

年
（
１
９
７
６
年
）

昭
和
48 

年
（
１
９
７
３
年
）

と
書
か
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
苦
悩
と
い
う
の
も
、
上

越
と
い
え
ば
日
本
で
一
番
の
積
雪
量
を
記
録
し
た
こ
と
も
あ
る

ぐ
ら
い
当
時
の
生
活
環
境
は
き
わ
め
て
劣
悪
で
あ
っ
た
と
思
い

ま
す
。
先
月
、
訪
れ
た
時
に
も
感
じ
ま
し
た
が
風
が
も
の
す
ご

く
強
い
の
で
す
。
つ
ま
り
、
雪
が
積
も
る
だ
け
で
な
く
猛
吹
雪

が
続
く
よ
う
な
土
地
な
わ
け
で
す
。
そ
の
よ
う
な
大
変
な
環
境

や
生
活
状
況
に
あ
る
「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」
に
接
し
、
苦
悩

し
愚
痴
を
こ
ぼ
す
よ
う
な
人
こ
そ
救
わ
れ
る
念
仏
の
教
え
に
基

づ
い
た
生
活
を
民
衆
と
共
に
過
ご
し
た
七
年
間
が
あ
っ
た
か
ら

こ
そ
、
現
代
の
私
た
ち
に
も
届
く
教
え
と
な
っ
た
の
だ
と
日
本

海
の
荒
波
を
見
な
が
ら
思
い
を
馳
せ
た
こ
と
で
し
た
。
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