
上
の
額
「
南
面
観
北
斗
」
は
、
昨
年
九
月

二
十
五
日
に
逝
去
さ
れ
た
渡
辺
喜
三
郎
様
の

奥
様
か
ら
、
「
書
道
界
会
長
江
雲
先
生
に
揮
毫
し

て
も
ら
っ
た
額
で
、
主
人
が
居
間
に
大
切
に
飾

っ
て
い
た
も
の
で
す
。
是
非
、
お
寺
に
飾
っ
て

頂
き
た
い
の
で
す
が
。
」
と
奉
納
さ
れ
た
も
の

で
す
。
額
は
管
理
寺
務
所
玄
関
を
入
っ
た
本
堂

入
り
口
の
左
上
鴨
居
に
掛
け
さ
せ
て
頂
き
ま

し
た
。

「
南
面
観
北
斗
」
は
秦
の
始
皇
帝
の
世
界
観
を

表
し
た
言
葉
で
す
。「
南
面
」
は
、
中
国
で
は
天

子
が
臣
下
と
対
面
す
る
時
、
陽
の
方
位
で
あ
る

南
に
面
し
て
座
し
た
こ
と
か
ら
、
天
子
と
な
っ

て
国
を
治
め
る
こ
と
、「
北
斗
」
は
北
斗
七
星
の

こ
と
で
、
中
国
で
は
、
天
の
北
極
を
中
心
と
し

展
開
し
て
い
く
天
文
観
を
持
っ
て
い
て
、
時
代

が
進
む
と
共
に
整
え
ら
れ
、
や
が
て
は
宮
城
を

囲
む
「
紫
微
垣(

し
び
え
ん)

」
、
庭
園
を
囲
む

「
太
微
垣(

た
び
え
ん)

」
、
市
場
を
囲
む
「
天
子

垣(

て
ん
し
え
ん)

と
い
う
三
つ
の
区
分
に
分
け
ら
れ
た
、
壮
大

な
天
の
都
が
造
ら
れ
ま
し
た
。
中
国
最
後
の
清
朝
の
王
宮
・
紫

禁
城
に
も
そ
の
世
界
観
が
継
が
れ
て
い
ま
す
。
秦
の
始
皇
帝
は

北
の
宮
殿
か
ら
「
天
子
南
面
」
し
国
を
治
め
た
の
で
す
。

昨
年
は
暗
い
出
来
事
が
多
く
あ
り
ま
し
た
。
今
年
は
、
始
皇

帝
の
よ
う
に
、「
秋
天
に
、
天
下
の
覇
者
の
夢
を
見
る
」
よ
う
な

大
き
な
夢
で
な
く
て
も
、
夢
と
希
望
を
持
っ
て
一
日
一
日
の
時

を
大
切
に
し
て
、
充
実
し
た
日
々
が
送
れ
る
事
を
祈
念
し
て
お

り
ま
す
。

時
間
に
つ
い
て
お
も
し
ろ
い
言
葉
を
見
つ
け
ま
し
た
の
で

紹
介
し
ま
す
。

・
一
年
間
の
大
切
さ
を
知
る
に
は
、
浪
人
生
に
聞
く
と
良
い
。

・
一
ヶ
月
の
大
切
さ
を
知
る
に
は
、
早
産
を
し
た
母
親
に
聞
く

と
良
い
。

・
一
時
間
の
大
切
さ
を
知
る
に
は
、
待
ち
合
わ
せ
を
し
て
い
る

恋
人
に
聞
く
と
良
い
。

ａ

・
一
分
の
大
切
さ
を
知
る
に
は
、
電
車
に
乗
り
遅
れ
た
人
に
聞

く
と
良
い
。

・
一
秒
の
大
切
さ
を
知
る
に
は
、
た
っ
た
今
事
故
を
避
け
る
こ

と
が
出
来
た
人
に
聞
く
と
良
い
。

・
一
／
一
〇
〇
秒
の
大
切
さ
を
知
る
に
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で

銀
メ
ダ
ル
に
終
わ
っ
た
人
に
聞
く
と
良
い
。

だ
か
ら
あ
な
た
の
一
瞬
一
瞬
を
大
切
に
し
よ
う
、
時
間
は
待

っ
て
く
れ
な
い
の
だ
か
ら
・
・
・
で
す
。

以
前
に
読
ん
だ
小
林
秀
雄
の
「
考
え
る
ヒ
ン
ト
」
だ
っ
た
と

思
う
が
、「
若
者
で
も
向
上
心
の
な
い
者
は
若
年
寄
で
あ
る
」
反

対
に
「
年
寄
り
で
も
向
上
心
あ
る
者
は
永
遠
の
青
年
で
あ
る
」

と
の
言
葉
を
思
い
出
し
た
。

新
し
い
年
、
一
日
一
日
を
大
切
に
幸
せ
で
あ
れ
、
し
か
し
、

決
し
て
現
状
に
満
足
し
て
は
い
け
な
い
。
満
足
感
は
結
果
で
は

な
く
、
そ
の
過
程
に
こ
そ
あ
る
の
だ
と
思
う
か
ら
で
す
。

令

和
元

年
十

二
月

末
現

在
（

順
不

同

敬
称

略
）

勧
募
は
令
和
三
年
ま
で
実
施

一
口
五
、
０
０
０
円

多
摩

信
用

金

庫
秋
川

支
店

普

通

一

五

〇
五

八

四

一

宗
教
法
人
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清
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日
蓮
聖
人
の
教
え

(

報
恩
抄)

「

一
を
以
て

萬
を
知
る
」

『
報
恩
抄
』
は
日
蓮
聖
人
が
亡
き
師
へ
の
弔
意
を
通
し
て
、
ま
こ

と
の
報
恩
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
お
手
紙
で
、
そ
の
一
節
で
す
。

狭
い
視
野
に
留
ま
り
広
く
世
間
を
知
ろ
う
と
し
な
い
こ
と
を
「
井

の
中
の
蛙
大
海
を
知
ら
ず
」
と
い
い
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
に
は
「
さ

れ
ど
空
の
蒼
さ
を
知
る
」
と
続
き
ま
す
。
た
と
え
世
界
は
狭
く
と
も
、

一
つ
の
事
柄
を
突
き
詰
め
て
い
く
事
で
、
そ
の
世
界
の
深
さ
や
広
が

り
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

現
代
は
情
報
が
氾
濫
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
キ
ャ
ッ
チ
す
る
こ
と

も
大
切
で
す
が
、
追
い
か
け
る
事
に
気
を
取
ら
れ
、
本
質
を
見
極
め

る
目
が
曇
っ
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。

日
蓮
聖
人
は
標
題
の
文
に
続
け
て
「
庭
戸
を
出
で
ず
し
て
天
下
を

知
る
と
は
こ
れ
な
り
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
「
一
」
を
侮
っ
て
は
い

け
ま
せ
ん
。
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令
和
元
年
十
一
月
十
四
日
夕
方
か
ら
、
天
皇
が
一
代
に
一
度
臨

む
伝
統
的
な
皇
位
継
承
儀
式
「
大
嘗
祭
」
の
中
心
儀
式
「
大
嘗
宮

の
儀
」
が
皇
居
・
東
御
苑
で
行
わ
れ
た
。
一
三
〇
〇
年
以
上
続
く

即
位
に
伴
う
皇
室
祭
祀
で
、
天
皇
陛
下
は
神
々
に
新
穀
を
供
え

て
、
五
穀
豊
穣
と
国
家
の
安
寧
を
祈
ら
れ
ま
し
た
。

令
和
元
年
十
月
十
二
日
の
宗
祖
日
蓮
聖
人
第
七
三
八
遠
忌
の

お
会
式
が
台
風
十
九
号
の
た
め
、
初
め
て
中
止
と
な
り
ま
し
た
。

近
年
、
東
日
本
大
震
災
を
始
め
、
各
地
で
自
然
災
害
が
発
生
し
、

「
デ
ン
グ
熱
」
や
「
エ
ボ
ラ
出
血
熱
」
と
い
う
耳
慣
れ
な
い
ウ
イ

ル
ス
性
の
病
気
も
発
生
し
て
い
ま
す
。
昨
年
の
台
風
に
よ
る
豪
雨

の
被
害
に
遭
わ
れ
た
方
々
の
な
か
に
は
、
未
だ
家
の
修
復
が
で
き

ず
避
難
所
生
活
を
さ
れ
て
い
る
方
が
お
ら
れ
ま
す
。

日
蓮
聖
人
が
活
躍
さ
れ
た
鎌
倉
時
代
と
現
代
社
会
が
よ
く
似

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
日
蓮
聖
人
が
『
法
華
経
』
を
世
に

示
さ
れ
た
鎌
倉
時
代
は
、
仏
教
の
末
法
の
世
に
入
っ
て
お
り
、
自

然
災
害
や
疫
病
が
蔓
延
し
、
人
々
は
苦
し
い
生
活
に
虐
げ
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
そ
の
窮
状
を
救
う
た
め
に
は
『
法
華
経
』
の
教
え
に
基
づ

い
た
国
づ
く
り
し
か
な
い
と
『
立
正
安
国
論
』
を
説
か
れ
鎌
倉
幕
府

に
呈
上
し
ま
し
た
が
、
時
の
執
権
北
条
氏
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、

多
く
の
法
難
に
遭
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

時
代
は
遡
り
平
安
の
末
、
浄
土
宗
を
開
か
れ
た
法
然
上
人
の
時
代

も
政
権
を
争
う
内
乱
が
相
次
ぎ
、
飢
饉
や
疫
病
が
蔓
延
す
る
と
共
に

地
震
な
ど
天
災
に
も
見
舞
わ
れ
、
人
々
は
不
安
と
混
乱
の
な
か
に
い

ま
し
た
。

法
然
上
人
は
一
切
経
の
中
か
ら
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
見
出
し
、

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
唱
え
る
こ
と
に
よ
り
全
て
の
人
が
救
わ
れ
る

と
説
き
ま
し
た
。

日
蓮
聖
人
や
法
然
上
人
が
活
躍
さ
れ
た
時
代
と
現
代
と
で
は
社

会
情
勢
が
大
き
く
異
な
り
ま
す
が
、
人
の
根
底
に
あ
る
も
の
に
は
違

い
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

天
皇
陛
下
の
「
五
穀
豊
穣
と
国
家
の
安
寧
」
の
「
祈
り
」
か
ら
、

あ
ら
た
め
て
「
先
祖
や
父
母
へ
の
感
謝
」
「
生
き
と
し
生
け
る
も
の

へ
の
感
謝
」
の
「
祈
り
」
の
気
持
ち
を
大
切
に
し
た
い
も
の
で
す
。



ど
ん
な
に
頑
丈
に
作
ら
れ
た
お
墓
で

も
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
石
に
傷
が

つ
い
た
り
風
雨
の
浸
食
で
風
化
が
生
じ

た
り
し
ま
す
。
地
震
や
地
盤
沈
下
に
よ

る
ズ
レ
な
ど
の
影
響
も
あ
る
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。
お
墓
を
長
持
ち
さ
せ
る
た
め

に
は
、
雑
巾
や
タ
ワ
シ
で
丹
念
に
汚
れ

を
落
と
し
、
墓
石
を
洗
っ
た
後
、
乾
い

た
布
で
必
ず
水
分
を
拭
き
取
っ
て
お
き

ま
す
。
濡
れ
た
ま
ま
に
し
て
お
く
と
苔

が
生
え
て
劣
化
す
る
原
因
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
を
避
け
る
た
め
に
は
、
こ
ま

め
な
掃
除
が
大
切
で
す
。

お
墓
の
用
語
に
つ
い
て
知
っ
て
お
か

れ
る
と
良
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
お
墓

に
関
す
る
用
語
を
解
説
致
し
ま
す
。

①
墓
石

石
塔
の
中
で
家
名
な
ど
を
刻

（
竿
石
）
む
中
心
的
な
存
在
。

②
カ
ロ
ー
ト

墓
石
の
下
の
納
骨
室
の

こ
と
で
地
上
式
と
地
下
式
が

あ
り
ま
す
。
地
上
式
は
丘
カ

ロ
ー
ト
と
言
う
。
以
前
は
カ

ロ
ー
ト
内
の
土
の
上
に
置
い

て
い
ま
し
た
が
、
最
近
は
骨

壷
の
ま
ま
納
骨
す
る
こ
と
が

多
い
の
で
、
底
つ
き
の
カ
ロ

ー
ト
が
多
い
よ
う
で
す
。

③
外
柵

墓
地
の
境
界
を
示
す
こ
と
に

よ
り
お
墓
の
敷
地
を
表
し
ま

す
。
広
さ
に
よ
っ
て
は
作
れ

な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

④
花
立

花
を
供
え
る
為
の
場
所
で
、

水
鉢
の
左
右
に
据
付
け
ま

す
。

⑤
水
鉢

ご
先
祖
様
に
清
浄
な
水
を
供

え
る
為
の
鉢
で
す
。

⑥
香
炉

お
線
香
を
供
え
る
為
の
場
所

で
す
。

⑦
塔
婆
立

塔
婆
を
建
て
る
為
の
場
所

で
す
。

⑧
拝
石

拝
む
と
こ
ろ
と
な
る
石
で
、

カ
ロ
ー
ト
の
蓋
の
役
割
も
果

た
し
ま
す
。

⑨
墓
誌

戒
名
や
没
年
月
日
な
ど
を
刻

む
た
め
墓
に
建
て
る
石
板
の

こ
と
。
墓
の
広
さ
に
よ
っ
て

は
墓
誌
は
建
て
ら
れ
な
い
。

そ
の
場
合
は
竿
石
の
側
面
に

戒
名
や
没
年
月
日
を
彫
り
ま

す
。

節
分
の
由
来

二
月
三
日
は
「
節
分
」
で
す
。
節
分
と

は
本
来
、
立
春
・
立
夏
・
立
秋
・
立
冬
そ

れ
ぞ
れ
の
前
日
に
、
年
に
四
回
あ
っ
た
の

で
す
が
、
日
本
で
は
立
春
は
一
年
の
始
ま

り
と
し
て
特
に
尊
ば
れ
、
次
第
に
「
節
分
」

と
言
え
ば
春
の
節
分
の
み
を
指
す
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
立
春
を
一
年
の
始
ま
り
で

あ
る
新
年
と
考
え
れ
ば
、
節
分
は
大
晦
日

に
当
た
り
ま
す
。
平
安
時
代
宮
中
で
は
、

大
晦
日
に
陰
陽
師
ら
に
よ
っ
て
、
旧
年
の

厄
や
災
難
を
払
い
清
め
る
「
追
儺
（
つ
い

な
）
」
の
行
事
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
室

町
時
代
以
降
は
豆
を
ま
い
て
悪
鬼
を
追
い

出
す
行
事
へ
と
発
展
し
、
民
間
に
定
着
し

て
い
き
ま
し
た
。

節
分
に
豆
を
ま
く
、
こ
れ
は
中
国
の
風

習
が
伝
わ
っ
た
と
さ
れ
、
豆
は
「
魔
滅
（
ま

め
）
」
に
通
じ
、
無
病
息
災
を
祈
る
意
味
が

あ
り
ま
す
。
昔
、
京
都
の
鞍
馬
に
鬼
が
出

た
と
い
う
話
が
残
っ
て
お
り
、「
魔
の
目
（
魔

目
＝
ま
め
）
」
に
豆
を
投
げ
つ
け
て
「
魔
を

滅
す
る
（
魔
滅
＝
ま
め
）」
に
通
ず
る
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

豆
ま
き
は
一
般
的
に
、
一
家
の
主
人
あ

る
い
は
「
年
男
（
そ
の
年
の
干
支
生
ま
れ

の
人
）
」
が
豆
を
ま
く
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

年
の
数
だ
け
豆
を
食
べ
る
と
、
病
気
に
な

ら
ず
健
康
で
い
ら
れ
る
と
い
い
ま
す
。

炒
っ
た
豆
を
ま
く
の
は
、「
炒
る
」
は
「
射

る
」
に
通
じ
、
鬼
や
大
豆
は
陰
陽
五
行
説

（
木
・
火
・
土
・
金
・
水
の
五
行
）
の
「
金
」

に
あ
た
り
、
こ
の
「
金
」
の
作
用
を
滅
す

る
と
い
わ
れ
る
「
火
」
で
大
豆
を
炒
る
こ

と
で
鬼
を
封
じ
込
め
、
最
後
に
人
間
が
食

べ
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
り
鬼
を
退
治
し
た

こ
と
に
な
り
ま
す
。

鬼
が
ト
ラ
の
パ
ン
ツ
を
は
く
わ
け
は
、「
鬼

門
」
に
由
来
す
る
よ
う
で
、
鬼
の
出
入
り

す
る
方
角
が
「
北
東
」
と
さ
れ
、
十
二
支

に
あ
て
は
め
る
と
「
丑
」「
寅
」
に
あ
た
る
。

そ
の
た
め
鬼
は
「
牛
の
角
を
も
ち
」
「
寅
の

パ
ン
ツ
」
を
身
に
つ
け
て
い
る
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
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舎
利
弗
は
歓
喜
し
釈
尊
に
「
こ
こ
に

い
る
一
千
二
百
人
の
阿
羅
漢
（
小
乗
仏

教
で
最
高
の
悟
り
に
達
し
た
聖
者
）
達

は
世
尊
の
教
え
の
通
り
修
行
を
重
ね
、

生
・
老
・
病
・
死
を
離
れ
て
悟
り
を
得

た
と
思
い
ま
す
が
、
い
ま
だ
か
っ
て
聞

い
た
事
の
な
い
世
尊
の
法
を
聞
い
て
動

揺
し
て
い
ま
す
。
ど
う
か
修
行
僧
達
の

疑
念
を
は
ら
し
て
下
さ
い
。
」
と
言
っ
た
。

釈
尊
は
譬
え
話
を
し
よ
う
と
「
あ
る

国
に
五
百
人
の
使
用
人
と
二
十
人
の
子

供
が
い
る
、
家
は
古
く
、
門
が
一
カ
所

し
か
な
い
長
者
が
い
た
と
し
よ
う
。

あ
る
時
家
が
火
事
に
な
っ
た
。
そ
れ
を

知
ら
ず
子
供
達
は
遊
ん
で
い
る
。
長
者
は

大
声
で
叫
ん
だ
が
、
子
供
達
は
状
況
を
理

解
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
長
者
は
子
供
達

の
好
き
な
、
山
羊
の
車
・
鹿
の
車
・
牛
の

車
が
あ
る
と
子
供
達
に
伝
え
、
好
き
な
物

を
あ
げ
る
と
言
っ
た
。
子
供
達
は
先
を
争

っ
て
門
か
ら
出
て
無
事
に
火
宅
を
逃
れ
助

か
っ
た
。
子
供
達
は
長
者
の
所
に
来
る
と
、

口
々
に
そ
れ
ぞ
れ
の
車
を
く
れ
る
よ
う
に

お
願
い
し
た
。
長
者
は
私
の
資
産
は
限
り

な
い
か
ら
子
供
達
に
劣
っ
た
小
さ
な
車
を

与
え
る
べ
き
で
な
い
と
、
差
別
せ
ず
に
七

宝
で
飾
ら
れ
た
最
高
の
車
を
あ
げ
た
。
子

供
達
は
望
ん
だ
以
上
の
贈
り
物
を
貰
っ

た
。」
と
話
さ
れ
た
。

釈
尊
は
「
こ
の
長
者
は
子
供
達
に
嘘
を

つ
い
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
、
舎
利
弗
、「
長

者
は
子
供
達
を
火
宅
か
ら
救
い
出
そ
う
と

の
考
え
か
ら
な
の
で
嘘
を
つ
い
た
こ
と
に

は
な
ら
な
い
」
と
答
え
た
。

続
け
て
釈
尊
は
「
如
来
も
全
く
そ
の
通

り
、
衆
生
は
三
界
の
火
宅
に
い
る
た
め
方

便
を
使
っ
て
、
声
聞
乗
（
法
を
聞
い
て
精

進
し
三
界
を
抜
け
出
す
こ
と
）
は
山
羊
の

車
に
当
た
る
だ
ろ
う
。
辟
支
仏
乗
（
諸
佛

の
教
え
に
会
う
こ
と
も
な
く
、
一
人
で
修

行
し
て
縁
起
の
法
を
知
り
、
自
ら
火
宅
を

抜
け
出
す
こ
と
）
は
鹿
の
車
に
当
た
る
だ

ろ
う
。
菩
薩
乗
（
法
を
聞
い
て
修
行
を
重

ね
、
衆
生
に
利
益
を
も
た
ら
そ
う
と
精
進

す
る
こ
と
）
は
牛
の
車
に
当
た
る
だ
ろ

う
。
」
こ
の
よ
う
に
諸
仏
は
方
便
に
よ
り

法
を
説
く
の
で
あ
る
と
答
え
ら
れ
た
。

管
理
料
は
、
毎
年
三
月
末
日
が
納
入
期

限
の
前
納
制
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
未
納

の
方
は
、
早
め
に
お
納
め
頂
き
ま
す
よ
う

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

納
入
方
法
は
、
ご
持
参
も
し
く
は
お
振

込
で
も
可
能
で
す
。

ご
不
明
な
点
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
管

理
寺
務
所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

【
墓
苑
管
理
料
振
込
先
】

銀
行
名

多
摩
信
用
金
庫

秋
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支
店
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座
番
号

一
五
一
六
二
四
九

受
取
人
名

宗
教
法
人
宝
清
寺

代
表
役
員
石
井
前
琮


