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西
郷
隆
盛
は
「
天
を
敬
い
、
人
を
愛
す
」
と
言
っ
た
。

私
は
、
あ
え
て
「
三
愛
」
と
言
う
。

あ
の
有
名
な
西
郷
さ
ん
と
く
ら
べ
ら
れ
た
い
と
は
思

わ
な
い
が
、
「
人
を
愛
し
国
を
愛
し
勤
め
を
愛
す
」

と
い
う
三
愛
精
神
は
、
私
の
生
涯
の
信
念
で
あ
る
。

人
間
は
万
物
の
霊
長
と
い
わ
れ
る
が
、
人
間
ひ
と
り

ひ
と
り
の
価
値
は
、
人
に
よ
っ
て
見
方
が
異
な
る
。
学

者
が
偉
い
と
思
う
者
も
い
る
し
、
政
治
家
、
芸
術
家
、

財
界
人
の
ほ
う
が
偉
い
と
す
る
考
え
方
も
あ
ろ
う
。
そ

の
い
ず
れ
に
も
せ
よ
、
真
に
人
間
の
偉
さ
を
決
定
す
る

も
の
は
、
そ
の
人
の
持
つ
「
愛
」
の
深
さ
と
広
さ
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

す
べ
て
の
動
物
に
自
己
保
存
が
あ
る
よ
う
に
、
人
間

も
本
能
的
に
自
己
を
愛
す
る
。
下
等
な
人
間
で
も
、
自

分
だ
け
は
愛
し
て
い
る
。
平
凡
な
人
間
に
な
る
と
、
妻

子
を
愛
し
、
両
親
を
愛
し
、
兄
弟
を
愛
す
る
。
す
こ
し

上
等
な
人
間
に
な
る
と
、
隣
人
愛
に
め
ざ
め
、
次
に
は

民
族
を
愛
し
、
祖
国
愛
と
な
り
、
さ
ら
に
進
め
ば
世
界

の
全
人
類
を
愛
す
る
。
そ
れ
が
な
お
も
徹
底
す
れ
ば
、

す
べ
て
の
動
植
物
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
自
分
と

同
じ
よ
う
に
愛
し
、
つ
い
に
は
自
己
以
上
に
愛
す
る
よ

う
に
な
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
自
分
を
犠
牲
に
し
て
も

惜
し
く
な
い
大
き
な
愛
の
高
ま
り
に
ま
で
徹
す
る
。

こ
の
境
地
は
、
す
で
に
仏
で
あ
り
神
で
あ
ろ
う
。
お

釈
迦
さ
ま
や
キ
リ
ス
ト
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
愛
の
深
さ
と
広
さ
と
が
、
ど
の
く
ら
い
の
段
階
に

達
し
て
い
る
か
、
そ
れ
が
そ
の
人
間
の
本
当
の
価
値
を

決
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
確
信
す
る
。

「
愛
」
の
精
神
は
、
す
で
に
多
く
の
偉
人
た
ち
が
説

い
て
い
る
。
し
か
し
、
私
は
あ
え
て
「
三
愛
」
の
旗
を

か
か
げ
る
。「
三
」
と
は
何
か
。
古
典
に
は
「
一
は
二
を

生
じ
、
二
は
三
を
生
じ
、
三
は
万
物
を
生
じ
る
」
と
あ

る
。
け
れ
ど
も
字
引
に
「
三
愛
」
と
は
出
て
い
な
い
。

三
愛
は
私
の
発
見
で
あ
り
、
同
時
に
絶
対
の
信
念
で
あ

る
。私

の
提
唱
す
る
三
愛
主
義
と
は
、
人
を
愛
し
、
国
を

愛
し
、
勤
め
を
愛
す
る
精
神
で
あ
る
か
ら
、
世
界
人
類

の
一
員
と
し
て
、
ま
ず
す
べ
て
の
人
を
愛
す
る
こ
と
。

日
本
人
と
し
て
は
、
祖
国
日
本
を
愛
す
る
こ
と
。
そ
し

て
自
己
が
こ
の
世
に
生
を
う
け
た
意
義
を
果
た
す
た

め
、
自
分
に
あ
た
え
ら
れ
た
任
務
を
愛
し
て
一
生
懸
命

に
は
げ
む
こ
と
。

三
愛
主
義
こ
そ
唯
一
救
国
の
大
道
で
あ
る
。
日
本
の

全
国
民
が
三
愛
の
精
神
に
燃
え
た
つ
な
ら
ば
、
日
本
国

は
ま
す
ま
す
栄
え
る
と
信
じ
る
。

「
三
は
万
物
を
生
じ
る
」
の
三
愛
精
神
は
、
ど
の
よ

う
な
場
合
に
も
通
用
す
る
。
事
業
に
つ
い
て
言
う
な
ら

ば
、
社
員
を
愛
し
、
資
本
を
愛
し
、
事
業
そ
の
も
の
を

愛
す
る
。
利
益
が
あ
れ
ば
、
社
員
と
、
資
本
と
、
事
業

全
体
の
運
営
改
善
の
た
め
に
、
そ
れ
を
三
分
し
て
使

う
。教

育
に
つ
い
て
言
う
な
ら
、
教
師
を
愛
し
、
生
徒
を

愛
し
、
学
問
そ
の
も
の
を
愛
す
る
こ
と
で
あ
る
。

生
活
を
楽
し
む
な
ら
、
衣
、
食
、
住
を
心
か
ら
愛
す

る
が
よ
い
。

自
己
を
磨
く
と
き
は
、
過
去
を
反
省
し
、
現
在
を
努

力
し
、
未
来
に
希
望
を
抱
い
て
、
そ
の
す
べ
て
を
愛
し

感
謝
す
る
。

私
は
か
ね
て
か
ら
、
こ
の
三
愛
の
精
神
を
信
じ
、
三

愛
主
義
と
名
づ
け
て
、
そ
れ
を
生
涯
の
念
願
と
し
て
実

行
し
て
き
た
。
事
業
の
上
で
も
「
三
愛
」
を
商
号
と
す

る
の
は
、
い
よ
い
よ
自
己
の
信
念
に
忠
実
で
あ
り
た
い

と
願
う
か
ら
で
あ
る
。

私
の
愛
し
て
や
ま
な
い
社
員
諸
君
、
今
後
と
も
三
愛

の
精
神
に
徹
し
て
、
日
本
の
発
展
に
全
力
を
傾
け
よ
う

で
は
な
い
か
。

三
愛
精
神
人
を
愛
し
国
を
愛
し
勤
め
を
愛
す

リ
コ
ー
三
愛
グ
ル
ー
プ
創
業
者

市

村

清

リ
コ
ー
三
愛
グ
ル
ー
プ
創
業
の
精
神
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