
１．

あ
な
た
は
サ
ム
ラ
イ
の
子

孫
で
し
ょ
う

ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
の
活
動
と
し

て
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
ア
ス
ト
リ
ッ
ド

と
い
う
女
子
高
校
生
を
１
カ
月
ホ
ー

ム
ス
テ
イ
さ
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

彼
女
は
日
本
の
漫
画
と
ア
ニ
メ
が
大

好
き
な
た
め
日
本
を
選
ん
だ
の
で
、

日
本
語
も
片
言
な
が
ら
で
き
た
。「
ワ

ビ
サ
ビ
」
と
い
う
言
葉
も
知
っ
て
い

て
、
日
本
文
化
に
強
い
興
味
を
抱
い

て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。

た
だ
彼
女
は
逞
し
い
。
自
分
が
将

来
何
を
や
る
か
、
何
が
で
き
る
か
、

真
剣
に
考
え
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。

英
語
は
既
に
実
用
レ
ベ
ル
で
、
ス
ペ

イ
ン
語
も
か
な
り
の
も
の
だ
っ
た
。

「
ど
う
し
て
ノ
ル
ウ
ェ
ー
は
Ｅ
Ｕ
に
加

盟
し
な
い
の
」
と
聞
く
と
、
そ
の
よ

う
な
社
会
問
題
に
対
し
て
も
自
分
の

意
見
を
力
説
し
て
い
た
。
学
校
で
、

普
段
か
ら
そ
の
よ
う
な
議
論
を
し
て

い
る
と
の
こ
と
だ
。
受
験
勉
強
の
範

囲
内
で
し
か
興
味
を
示
さ
な
い
日
本

の
高
校
生
と
は
だ
い
ぶ
違
う
17
歳
だ

っ
た
。
あ
る
時
、
女
子
大
生
に
エ
ス

コ
ー
ト
を
し
て
も
ら
っ
て
都
内
見
学

を
さ
せ
た
が
、
み
て
い
る
と
、
ど
う

見
て
も
高
校
生
の
彼
女
の
ほ
う
が
大

人
と
い
う
感
じ
が
し
た
。

私
が
、「
さ
す
が
に
バ
イ
キ
ン
グ
の

子
孫
だ
ね
」
と
い
う
と
、
す
か
さ
ず

彼
女
は
「
あ
な
た
は
サ
ム
ラ
イ
の
子

孫
で
し
ょ
う
」
と
切
り
返
し
て
き
た
。

「
サ
ム
ラ
イ
」
は
、
ア
ニ
メ
を
通

し
て
で
あ
っ
た
が
、
逞
し
く
か
っ
こ

よ
い
あ
こ
が
れ
の
人
物
像
の
よ
う
で

あ
っ
た
。
そ
う
言
わ
れ
な
が
ら
、
今

の
日
本
人
は
ど
う
見
て
も
「
サ
ム
ラ

イ
」
と
は
程
遠
い
の
で
、
言
わ
れ
て

気
恥
ず
か
し
か
っ
た
が
、
考
え
て
み

れ
ば
、
確
か
に
日
本
に
は
彼
女
が
あ

こ
が
れ
て
当
然
の
、
か
っ
こ
い
い

「
サ
ム
ラ
イ
の
時
代
」
が
あ
っ
た
の
だ
。

２．

日
本
が
歴
史
上
最
も
輝
い

て
い
た
時
代

海
外
に
出
た
が
ら
な
い
今
の
日
本

人
か
ら
は
想
像
も
で
き
な
い
ほ
ど
、

海
外
に
飛
び
出
し
、
飛
躍
し
て
い
っ

た
日
本
人
の
時
代
が
あ
っ
た
。
そ
れ

は
応
仁
の
乱
（
１
４
６
７
〜
１
４
７

７
）
が
終
わ
っ
て
か
ら
鎖
国
令(

１
６

３
３
〜
３
９)

ま
で
の
約
１
６
０
年
間

だ
。
こ
の
点
は
、
す
で
に
、
本
稿
の
、

第
５
回
で
詳
説
し
た
も
の
で
あ
る
。

応
仁
の
乱
は
そ
れ
ま
で
の
支
配
体

制
を
崩
壊
さ
せ
、
日
本
は
戦
国
時
代

に
入
る
が
、
戦
国
大
名
は
国
力
を
充

実
さ
せ
る
た
め
の
最
も
重
要
な
手
段

と
し
て
商
業
の
振
興
を
図
っ
た
。
こ

の
時
代
に
日
本
は
経
済
的
に
大
い
に

発
展
し
、
日
本
全
体
が
競
争
社
会
と

な
り
、
そ
の
勢
い
は
国
内
に
と
ど
ま

ら
ず
広
く
海
外
に
ま
で
発
展
し
て
い

っ
た
。
当
時
の
日
本
人
は
、
日
本
と

中
国
の
明
や
南
方
と
の
貿
易
だ
け
で

な
く
、
南
方
と
明
間
と
い
う
間
接
貿

易
に
も
活
躍
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い

た
。
そ
し
て
、
あ
ち
こ
ち
に
日
本
人

町
を
築
い
て
い
っ
た
。

日
本
人
は
、
同
時
に
ポ
ル
ト
ガ
ル

人
、
ス
ペ
イ
ン
人
と
競
っ
て
交
易
し
、

そ
こ
に
、
オ
ラ
ン
ダ
、
さ
ら
に
イ
ギ

リ
ス
も
加
わ
っ
て
き
た
。
当
時
の
日

本
人
の
視
野
は
、
世
界
全
体
に
広
が

っ
て
い
っ
た
の
だ
。
東
北
の
伊
達
正

宗
は
太
平
洋
を
ま
た
い
で
メ
キ
シ
コ

と
の
交
易
を
計
画
し
、
１
６
１
３
年
、

支
倉
常
長
以
下
１
８
０
人
の
使
節
を

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
送
り
出
し
た
。
日
本

人
の
勢
い
は
、
太
平
洋
を
越
え
よ
う

と
し
て
い
た
の
だ
。

日
本
人
が
こ
の
様
に
海
洋
民
族
の

如
く
海
外
に
飛
び
出
し
て
い
っ
た
時

代
、
日
本
の
文
化
も
高
度
に
発
達
し

た
。
茶
道
と
い
う
日
本
独
自
の
芸
術

は
こ
の
時
期
に
完
成
を
見
た
し
、
能

と
い
う
人
類
史
上
ま
れ
に
み
る
抽
象

度
の
高
い
芸
能
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
こ
の
時
代

だ
。
こ
れ
ら
の
文
化
を
育
て
支
え
た

の
は
、
戦
国
武
士
で
あ
っ
た
。

絵
画
で
は
、
桃
山
期
の
長
谷
川
等

伯
、
狩
野
永
徳
、
こ
れ
に
続
く
俵
屋

宗
達
、
尾
形
光
琳
の
活
躍
は
、
日
本

の
絵
画
芸
術
が
歴
史
上
最
も
充
実
し

た
時
代
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
芸
術
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
絵
画
水
準
に
決
し
て

劣
ら
な
い
。
こ
の
勢
い
を
支
え
た
の

も
戦
国
武
士
で
あ
っ
た
。

３．

サ
ム
ラ
イ
の
Ｄ
Ｎ
Ａ

戦
国
大
名
と
商
人
は
、
競
っ
て
世

界
に
飛
び
出
し
て
い
っ
た
。
そ
こ
に

は
、
個
人
の
才
覚
が
も
の
を
い
う

「
甘
え
」
と
は
無
縁
の
世
界
が
展
開
し

て
い
た
。
戦
国
と
い
う
と
、
不
毛
な

戦
い
の
時
代
と
い
う
印
象
を
持
つ
か

も
し
れ
な
い
が
、
実
は
国
同
士
が
競

い
合
う
中
で
、
社
会
の
活
力
が
生
ま
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■ 随想　「甘え」が日本を滅ぼす

れ
、
経
済
が
充
実
し
、
文
化
が
高
度

に
発
展
す
る
時
代
で
あ
る
。

戦
国
時
代
の
中
国
は
、
孔
子
や
老

子
、
墨
子
と
い
っ
た
偉
大
な
哲
学
者

を
輩
出
し
た
諸
子
百
家
の
時
代
で
、

中
国
が
最
も
輝
い
て
い
た
と
言
え
よ

う
。
現
代
文
明
の
基
礎
と
な
っ
た
古

代
ギ
リ
シ
ャ
の
文
化
も
、
ポ
リ
ス
間

の
抗
争
の
中
か
ら
花
開
い
た
も
の
だ
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
そ
の
地
政
学
的

状
況
か
ら
、
中
程
度
の
国
と
小
国
が

錯
綜
し
、
戦
国
時
代
が
常
態
化
し
て

い
る
と
い
え
る
。
そ
の
結
果
、
ル
ネ

ッ
サ
ン
ス
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
互

い
に
競
い
影
響
し
合
う
中
で
大
発
展

し
、
近
代
科
学
、
産
業
革
命
、
近
代

的
民
主
制
を
生
み
だ
し
て
い
っ
た
。

戦
国
時
代
は
、
戦
に
勝
つ
た
め
に

知
恵
を
絞
り
合
っ
た
。
そ
れ
は
激
し

い
競
争
の
時
代
で
あ
り
、
個
性
が
重

要
視
さ
れ
、
独
創
性
が
尊
重
さ
れ
た
。

そ
れ
が
、
経
済
も
発
展
さ
せ
文
化
も

充
実
さ
せ
る
の
で
あ
っ
た
。
日
本
の

戦
国
時
代
も
、
そ
の
典
型
で
あ
っ
た
。

桶
狭
間
の
戦
い
で
は
、
２
万
の
今

川
義
元
軍
を
、
２
０
０
０
の
織
田
軍

が
破
っ
た
。
そ
れ
は
知
恵
の
勝
利
で

あ
っ
た
。
戦
国
大
名
は
、
鉄
砲
が
戦

い
に
有
効
と
見
れ
ば
、
自
ら
製
造
し

戦
場
に
持
ち
込
ん
だ
。
先
例
に
従
っ

て
い
て
は
一
族
が
滅
び
る
し
、
変
わ

る
こ
と
に
躊
躇
す
る
よ
う
で
は
、
国

が
滅
び
た
時
代
で
あ
っ
た
。

才
覚
あ
る
も
の
が
天
下
を
ね
ら
う

下
克
上
の
世
界
で
あ
り
、
個
人
の
能

力
が
尊
重
さ
れ
、
実
力
あ
る
も
の
が

尊
重
さ
れ
る
時
代
だ
っ
た
。
み
ん
な

一
緒
で
あ
る
こ
と
が
善
と
さ
れ
、
競

争
を
「
弱
肉
強
食
」
と
い
っ
て
忌
み

嫌
い
、
終
身
雇
用
と
年
功
序
列
に
安

住
す
る
こ
と
を
理
想
と
す
る
、「
ム
ラ

の
原
理
」
が
支
配
す
る
の
が
今
の
日

本
だ
が
、
そ
れ
と
は
全
く
逆
の
世
界

が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
。「
ム
ラ
の
原
理
」

は
、
本
稿
の
第
３
回
で
説
明
し
た
と

お
り
、「
甘
え
」
を
生
み
出
す
揺
り
籠

な
の
だ
。

戦
国
時
代
、
武
士
は
16
才
く
ら
い

で
元
服
し
、
一
人
前
の
武
士
と
し
て

戦
場
に
出
て
行
っ
た
。「
甘
え
」
て
い

て
は
、
い
っ
ぺ
ん
に
首
を
取
ら
れ
て

し
ま
う
。
親
離
れ
し
て
一
本
立
ち
す

る
こ
と
が
、
常
に
求
め
ら
れ
た
。
親

も
何
時
命
を
落
と
す
か
判
ら
な
い
時

代
で
あ
っ
た
。
親
が
い
な
く
て
も
生

き
て
い
け
る
逞
し
い
個
人
を
育
て
る

こ
と
が
親
の
責
任
で
あ
っ
た
。

他
方
、
今
の
日
本
人
は
20
歳
に
な

っ
て
も
親
離
れ
で
き
ず
、
大
学
の
入

学
式
ど
こ
ろ
か
、
卒
業
式
ま
で
親
が

出
席
し
、
大
学
が
親
の
た
め
の
就
職

説
明
会
を
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
。
何
時
ま
で
も
、
親
離
れ
、

子
離
れ
が
出
来
ず
、
親
に
対
す
る

「
甘
え
」
が
抜
け
な
い
の
だ
。
今
の
日

本
人
は
戦
国
時
代
の
日
本
人
と
は
全

く
異
質
で
あ
る
。

商
機
を
求
め
て
世
界
に
発
展
し
、

文
化
を
愛
し
、
個
人
と
し
て
逞
し
い

戦
国
武
士
は
、「
サ
ム
ラ
イ
」
と
い
う

表
現
が
最
も
似
合
う
と
言
え
よ
う
。

「
サ
ム
ラ
イ
」
は
、
自
分
で
判
断
し
自

分
で
責
任
を
取
る
。
戦
場
で
我
が
身

を
守
る
の
は
、
自
分
で
し
か
な
い
か

ら
だ
。
そ
し
て
、
自
分
で
自
分
の
進

む
べ
き
道
を
さ
が
し
、
自
分
の
人
生

は
自
分
で
責
任
を
負
う
。
戦
い
に
強

い
だ
け
で
な
く
、
広
い
視
野
を
持
ち

文
化
も
愛
す
る
。
そ
れ
が
「
サ
ム
ラ

イ
」
で
あ
る
。

今
の
日
本
人
は
逆
に
「
や
っ
て
ほ

し
い
人
間
」
だ
。
自
分
の
生
活
が
う

ま
く
い
か
な
け
れ
ば
、
社
会
が
悪
い
、

政
治
が
悪
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
「
甘
え
」
が
満
ち
て
、

停
滞
し
た
日
本
を
根
本
的
に
変
え
る

た
め
の
原
理
と
し
て
、「
サ
ム
ラ
イ
の

精
神
」
を
挙
げ
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、

刀
で
な
く
知
性
と
才
覚
で
道
を
切
り

開
く
も
の
で
あ
る
が
。

こ
う
い
う
と
、
サ
ム
ラ
イ
で
は
な

く
「
武
士
道
」
は
ど
う
か
と
い
う
人

も
い
る
だ
ろ
う
が
、
武
士
道
は
「
道
」

と
つ
く
と
こ
ろ
に
「
ム
ラ
の
原
理
」

を
感
じ
さ
せ
る
の
で
、
注
意
を
要
す

る
。逞

し
く
育
て
る
と
い
う
と
、
徴
兵

制
の
復
活
を
挙
げ
る
も
の
が
多
い
。

し
か
し
、
徴
兵
制
は
「
ム
ラ
の
原
理
」

で
あ
る
。
人
間
を
命
令
に
絶
対
服
従

す
る
従
順
な
兵
士
に
仕
立
て
る
も
の

で
、「
サ
ム
ラ
イ
」
と
は
異
質
の
人
間

を
作
っ
て
し
ま
う
。
今
の
日
本
が
必

要
な
の
は
、
命
令
に
従
順
な
人
間
を

量
産
す
る
の
で
な
く
、
命
令
を
出
す

側
の
「
サ
ム
ラ
イ
」
が
必
要
な
の
で

あ
る
。

「
サ
ム
ラ
イ
の
精
神
」
は
、
鎖
国

と
幕
藩
体
制
の
中
で
封
印
さ
れ
た
。

若
い
下
級
武
士
が
こ
の
幕
藩
体
制
を

ひ
っ
く
り
返
し
た
明
治
維
新
は
、「
サ

ム
ラ
イ
」
の
復
活
と
い
っ
て
よ
い
。

し
か
し
、「
坂
の
上
の
雲
」
の
司
馬
遼

太
郎
が
言
う
と
お
り
、
日
本
が
輝
い

て
い
た
の
は
、
日
露
戦
争
ま
で
で
あ

っ
た
。

明
治
新
政
府
は
、
国
民
を
教
育
勅

語
と
い
う
「
ム
ラ
の
原
理
」
で
従
順

に
仕
立
て
よ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
が

失
敗
で
あ
っ
た
。
教
育
勅
語
人
間
が
、

国
を
滅
ぼ
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
だ

が
戦
後
、
教
育
勅
語
は
廃
止
さ
れ
た

が
、
そ
れ
が
亡
霊
の
如
く
残
り
、「
あ

て
が
い
ぶ
ち
教
育
」
が
頑
固
な
ま
で

に
支
配
し
て
い
る
。

日
本
を
変
え
る
た
め
に
は
、
本
当

の
意
味
で
の
「
サ
ム
ラ
イ
」
の
復
活

が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
可
能
で

あ
る
。
日
本
人
に
は
、「
サ
ム
ラ
イ
」

の
Ｄ
Ｎ
Ａ
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
は

ず
だ
か
ら
だ
。

金
子
博
人

（
か
ね
こ
・
ひ
ろ
ひ
と
）

金
子
博
人
法
律
事
務
所
。
弁
護
士
。
早
稲
田
大
学
法

学
部
卒
業
、
同
大
学
院
修
士
課
程
（
商
法
）
終
了
。

１
９
７
７
年
４
月
弁
護
士
開
業
。
国
際
旅
行
法
学
会

（
Ｉ
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ａ
）
会
員
。
大
東
文
化
大
学
法
科
大
学

院
、
日
本
大
学
法
科
大
学
院
講
師
。
市
場
取
引
監
視

委
員
会
委
員
（
東
京
工
業
品
取
引
所
）。
日
本
プ
ラ

イ
ム
リ
ア
ル
テ
ィ
投
資
法
人
執
行
役
員
。
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