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西
郷
南
洲
を
尊
敬
し
て
い
る
日
本
人
は
数
多
い
が
、

私
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。
衛
星
放
送
「
日
本
文
化
チ
ャ

ン
ネ
ル
桜
」
の
社
是
も
南
洲
翁
の
「
敬
天
愛
人
」
と
吉

田
松
陰
の
「
草そ
う

莽も
う

崛く
っ

起き

」
で
あ
る
。

私
は
学
生
時
代
ド
イ
ツ
文
学
を
学
び
、
作
家
の
ト
ー

マ
ス
マ
ン
を
通
し
て
西
欧
近
代
主
義
批
判
を
研
究
課
題

に
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
日
本
文
化
の
底
知
れ
な

い
深
さ
や
大
ら
か
さ
、
独
自
性
に
気
づ
き
、「
日
本
回

帰
」
を
果
た
し
た
人
間
で
あ
る
。

日
本
が
近
代
化
を
は
じ
め
る
明
治
維
新
を
考
え
た
と

き
、
大
久
保
利
通
の
富
国
強
兵
の
近
代
国
家
路
線
は
必

然
的
な
も
の
で
は
あ
っ
た
と
は
思
う
。
し
か
し
、
私
は

西
郷
南
洲
の
体
現
し
た
「
日
本
」
を
「
主
語
」
と
し
て
、

こ
の
近
代
化
路
線
を
推
進
す
べ
き
だ
っ
た
と
考
え
る
。

日
本
の
伝
統
や
魂
を
体
現
し
て
い
た
南
洲
翁
の
存
在
が

失
わ
れ
た
と
き
、
日
本
と
い
う
主
語
を
失
っ
た
我
が
国

の
「
近
代
化
路
線
」
が
は
じ
ま
っ
た
の
だ
と
思
う
。
そ

し
て
、
大
東
亜
戦
争
の
敗
北
、
戦
後
日
本
の
惨
状
を
生

み
出
し
た
大
き
な
遠
因
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

う
の
で
あ
る
。

そ
ん
な
日
本
の
歴
史
を
踏
ま
え
て
、
私
は
台
湾
を
考

え
る
。
台
湾
の
近
代
化
、
民
主
化
を
考
え
る
と
き
、
台

湾
を
「
主
語
」
と
し
て
考
え
、
そ
れ
を
基
に
し
て
政
治

を
推
進
し
た
李
登
輝
前
総
統
の
存
在
を
忘
れ
る
こ
と
は

出
来
な
い
。

李
登
輝
総
統
の
下
で
台
湾
は
、
独
自
の
国
家
と
し
て

の
歩
み
を
開
始
し
た
。
そ
れ
は
台
湾
と
い
う
独
自
の
主

権
国
家
の
歩
み
だ
っ
た
。
日
本
の
明
治
維
新
に
相
当
す

る
よ
う
な
歴
史
が
開
始
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
、
私
は

大
い
に
喜
ん
だ
。

台
湾
と
私　
⒇

李
登
輝
前
総
統
と
西
郷
南
洲
水み
ず

島し
ま　

総さ
と
る◦
理
事

日
本
文
化
チ
ャ
ン
ネ
ル
桜
代
表
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と
い
う
の
は
、
李
登
輝
総
統
の
台
湾
精
神
は
、
南
洲

翁
の
日
本
精
神
に
近
い
も
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
明
治
維
新
の
精
神
を
全
て
失
い
、
主
語

（
日
本
）
を
失
い
、
無
国
籍
な
物
質
主
義
の
蔓
延
す
る

戦
後
日
本
の
現
状
を
見
る
と
き
、
日
本
の
再
生
へ
の
き

っ
か
け
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

西
郷
南
洲
は
、
哲
人
の
武
士
で
も
あ
っ
た
が
、
し
た

た
か
な
現
実
政
治
家
で
も
あ
っ
た
。
李
登
輝
と
い
う
ア

ジ
ア
の
大
政
治
家
に
西
郷
南
洲
の
系
譜
を
感
ず
る
の
は

私
だ
け
だ
ろ
う
か
。

た
だ
、
現
在
の
台
湾
の
状
態
は
、
李
登
輝
総
統
の
掲

げ
た
台
湾
を
主
語
と
す
る
主
権
国
家
と
し
て
の
道
か
ら

ず
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
む
し
ろ
、
戦
後
日
本

の
辿
っ
た
道
を
進
み
つ
つ
あ
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
台
湾
の
現
在
を
生
み
出
し
た
の
は
、
我

が
日
本
で
あ
っ
た
と
い
う
痛
苦
な
思
い
が
、
私
に
は
あ

る
。日

本
は
台
湾
を
助
け
な
か
っ
た
。
日
本
は
李
登
輝
路

線
を
支
持
せ
ず
、
自
ら
も
日
本
を
主
語
と
し
た
主
権
国

家
の
道
を
歩
ま
ず
、
米
国
に
、
あ
る
い
は
中
国
の
顔
色

を
窺
い
な
が
ら
、
金
儲
け
だ
け
を
考
え
る
国
に
成
り
下

が
っ
た
ま
ま
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
責
任
あ
る
ア
ジ
ア
の

大
国
と
し
て
日
本
さ
え
し
っ
か
り
し
て
お
れ
ば
、
現
在

の
台
湾
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

さ
て
、
自
ら
西
郷
南
洲
の
弟
子
と
称
す
る
人
物
の
一

人
に
頭
山
満
翁
が
い
る
。
彼
が
弟
子
た
ち
に
残
し
た
有

名
な
言
葉
が
あ
る
。

「
ひ
と
り
で
も
淋
し
い
と
思
わ
ぬ
男
に
な
れ
」

こ
の
言
葉
は
、
日
本
人
と
し
て
の
優
し
く
繊
細
な
人

情
と
、
雄
々
し
い
益
荒
男
ぶ
り
が
よ
く
示
さ
れ
た
私
の

大
好
き
な
言
葉
で
あ
る
。
何
か
を
成
し
遂
げ
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
こ
う
い
う
日
本
魂
が
必
要
だ
と
思
う
か
ら

だ
。そ

し
て
、
こ
の
言
葉
を
思
い
出
す
た
び
に
、
心
に
浮

か
ぶ
の
は
「
台
湾
」
で
あ
り
、
李
登
輝
と
い
う
人
物
で

あ
る
。
台
湾
こ
そ
、
国
際
社
会
の
中
で
こ
の
言
葉
通
り

の
国
家
と
し
て
、
孤
軍
奮
闘
、
弱
み
を
見
せ
ず
歩
ん
で

き
た
の
で
は
な
い
か
。

特
に
李
登
輝
総
統
時
代
の
台
湾
は
、
ま
こ
と
に
天
晴

れ
な
誇
り
高
き
国
家
と
し
て
の
道
を
堂
々
と
歩
ん
で
い

た
。
そ
の
道
を
学
び
考
え
る
こ
と
は
、
戦
後
日
本
再
生

へ
の
道
で
も
あ
る
。 


