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「
走
れ
メ
ロ
ス
」
に
、「
そ
の
身
代
わ
り
を

呼
ぶ
が
よ
い
。
三
日
目
に
は
日
没
ま
で
に

帰
っ
て
来
い
。
遅
れ
た
ら
、
そ
の
身
代
わ
り

を
、
き
っ
と
殺
す
ぞ
。（
略
）」
と
い
う
、
王

の
会
話
文
の
一
節
が
あ
る
。
実
は
、
こ
の
文

の
解
釈
に
は
、
微
妙
な
ゆ
れ
が
あ
る
。
こ
こ

で
の「
き
っ
と
」の
解
釈
に
違
い
が
あ
る
の
だ
。

　

前
年
に
こ
の
教
材
を
学
習
し
た
中
学
校
三

年
生
一
二
七
人
に
、
こ
こ
で
の
「
き
っ
と
」

に
近
い
用
法
の
も
の
を
含
む
文
を
、
次
の
三

つ
の
例
文
か
ら
選
ん
で
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ

る
。
あ
な
た
な
ら
ど
れ
を
選
び
ま
す
か
？

⑴�

の
の
し
ら
れ
た
彼
は
、
き
っ
と
な
っ
て
に

ら
ん
だ
。

⑵
き
っ
と
明
日
は
雨
だ
。

⑶
き
っ
と
や
り
遂
げ
て
み
せ
た
い
。

　

ま
あ
⑴
は
明
ら
か
に
違
う
。
⑵
は
微
妙
。

ふ
つ
う
に
解
釈
す
る
と
「
た
ぶ
ん
」
と
同
じ

推
量
の
意
味
、
す
な
わ
ち
「
雨
で
な
い
」
可

能
性
が
残
さ
れ
る
と
い
う
意
味
だ
。
五
二
％

が
こ
れ
を
選
ん
だ
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
書

い
て
も
ら
う
と
、「
ま
だ
わ
か
ら
な
い
か
ら
」

「
こ
れ
か
ら
何
が
起
き
る
か
を
予
想
し
て
い

る
か
ら
」
の
よ
う
な
記
述
が
多
か
っ
た
。

　

し
か
し
ど
う
だ
ろ
う
。「
き
っ
と
殺
す
ぞ
」

は
「
た
ぶ
ん
」
の
よ
う
な
予
想
や
推
量
の
意

味
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
王
が
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ

ウ
ス
を
身
代
わ
り
の
人
質
に
す
る
場
面
。
メ

ロ
ス
が
時
間
通
り
に
帰
っ
て
こ
な
い
場
合
、

「
必
ず
」
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
を
殺
す
の
で

は
な
い
か
。「
た
ぶ
ん
殺
す
ぞ
。
で
も
、
助

け
る
か
も
〜
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
は
ず

だ
。

　

そ
う
す
る
と
、
こ
こ
で
の
意
味
は
、「
間

違
い
な
く
、
必
ず
、
殺
す
ぞ
」
と
い
う
、
⑶

「
き
っ
と
や
り
遂
げ
て
み
せ
た
い
」
の
方
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
事
態
実
現
へ
の
強
い
思

い
を
表
す
用
法
だ
。
し
か
し
、
こ
れ
を
選
ん

だ
の
は
四
七
％
だ
っ
た
。

　

小
学
校
の
国
語
教
材
に
も
、
同
じ
よ
う
な

「
き
っ
と
」
が
あ
る
。「（
略
）
自
分
で
自
分

を
弱
虫
だ
な
ん
て
思
う
な
。
人
間
、
や
さ
し

さ
さ
え
あ
れ
ば
、
や
ら
な
き
ゃ
な
ら
ね
え
こ

と
は
、
き
っ
と
や
る
も
ん
だ
。
そ
れ
を
見
て
、

他
人
が
び
っ
く
ら
す
る
わ
け
よ
。」（
三
年
下

巻「
モ
チ
モ
チ
の
木
」）と
い
う
会
話
だ
。「
お

く
び
ょ
う
豆
太
」
が
、
具
合
が
悪
く
な
っ
た

じ
さ
ま
の
た
め
に
、
夜
中
に
、
ふ
も
と
ま
で

医
者
様
を
呼
び
に
行
く
こ
と
が
で
き
た
こ
と

を
ふ
ま
え
て
い
る
。
こ
の「
き
っ
と
」も「
た

ぶ
ん
」
で
は
な
い
。「
や
ら
な
い
こ
と
も
あ

り
得
る
」
と
い
う
推
量
だ
と
、
こ
の
文
脈
に

は
合
わ
な
い
。「
や
ら
な
き
ゃ
な
ら
ね
え
こ

と
は
、必
ず
し
っ
か
り
や
る
」の
で
は
ね
え
か
。

　
「
き
っ
と
」
の
意
味
用
法
に
は
広
が
り
が

あ
る
。
日
常
生
活
で
は
、「
た
ぶ
ん
」
の
意

味
の
方
を
よ
く
使
う
よ
う
に
思
う
。
し
か

し
、「
間
違
い
な
く
・
必
ず
」
の
意
味
も
あ
る
。

ど
ち
ら
の
意
味
か
は
読
み
に
も
関
わ
る
。

　

だ
か
ら
、「
き
っ
と
」
の
よ
う
な
言
葉
に

立
ち
止
ま
る
こ
と
も
時
に
は
必
要
だ
。「
言

葉
に
こ
だ
わ
る
詳
細
な
読
み
取
り
な
ん
て
だ

め
だ
」
な
ん
て
言
わ
れ
た
ら
、
ぼ
く
は
き
っ

と
な
っ
て
、「
き
っ
と
そ
れ
は
違
い
ま
す
。

言
葉
を
大
切
に
す
る
読
み
取
り
も
き
っ
と
重

要
で
す
」
と
言
う
つ
も
り
だ
、
き
っ
と
。
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