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集

わ
た
し
が
思
う「
走
れ
メ
ロ
ス
」の
魅
力

　
光
村
図
書
の
中
学
校
国
語
教
科
書
に
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
が
初
め
て
掲

載
さ
れ
て
か
ら
五
十
年
以
上
が
経
ち
、
学
校
現
場
で
は
こ
れ
ま
で
、
さ

ま
ざ
ま
な
切
り
口
で
授
業
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
今
回
、
多
様
な
視
点
か
ら
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
魅
力
を
探
る
中
で
、

あ
ら
た
め
て
こ
の
作
品
の
お
も
し
ろ
さ
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

う
ち
だ
・
た
つ
る

東
京
都
生
ま
れ
。
思
想
家
・
武
道
家
・
神
戸

女
学
院
大
学
名
誉
教
授
。
東
京
大
学
文
学
部

仏
文
科
卒
業
。『
下
流
志
向
』（
講
談
社
）、『
日

本
辺
境
論
』（
新
潮
社
）
な
ど
著
書
多
数
。『
私

家
版
・
ユ
ダ
ヤ
文
化
論
』（
文
藝
春
秋
）
で
第

六
回
小
林
秀
雄
賞
を
受
賞
。

　

太
宰
治
は
一
行
目
で
い
き
な
り
読
者
を
わ
し
づ

か
み
に
す
る
。

　
「
死
な
う
と
思
つ
て
ゐ
た
」（『
葉
』）、「
子
供
よ

り
親
が
大
事
、
と
思
ひ
た
い
」（『
桜
桃
』）、「
恥

の
多
い
生
涯
を
送
つ
て
来
ま
し
た
」（『
人
間
失

格
』）。
い
つ
も
太
宰
は
単
刀
直
入
に
、
一
気
に
話

の
本
題
に
入
る
。
こ
ち
ら
は
襟
首
を
つ
か
ま
れ
て
、

い
き
な
り
物
語
の
ど
真
ん
中
に
連
れ
て
ゆ
か
れ
る
。

自
分
が
「
ど
う
い
う
話
」
の
中
に
連
れ
て
ゆ
か
れ

た
の
か
わ
か
ら
な
い
。
物
語
は
も
う
始
ま
っ
て
、

ず
ん
ず
ん
進
ん
で
い
る
。
こ
ち
ら
は
早
足
で
歩
く

作
者
の
背
中
を
追
っ
て
ゆ
く
し
か
な
い
。

　
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
で
太
宰
は
一
行
目
か
ら
読
者

を
い
き
な
り
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
市
を
歩
む
ひ
と
り

の
青
年
の
心
の
中
に
放
り
込
む
。
説
明
も
な
に
も

な
い
。
い
き
な
り
見
知
ら
ぬ
男
の
激
情
の
中
に
私

た
ち
は
投
じ
ら
れ
て
し
ま
う
。

　
「
メ
ロ
ス
は
激
怒
し
た
。
必
ず
、
か
の
邪
知
暴

虐
の
王
を
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
決
意
し
た
。」

　

読
者
は
困
惑
す
る
。「
メ
ロ
ス
っ
て
誰
だ
？
」

「
王
っ
て
誰
だ
？
」「
邪
知
暴
虐
っ
て
、
何
を
し
た

ん
だ
？
」
と
に
か
く
作
家
の
次
の
言
葉
を
待
つ
し

か
な
い
。
そ
れ
だ
け
が
読
者
に
と
っ
て
の
「
取
り

付
く
島
」
で
あ
る
。

　
「
メ
ロ
ス
は
、
村
の
牧
人
で
あ
る
。」
そ
れ
だ
け

で
は
わ
か
ら
ぬ
。

　
「
笛
を
吹
き
、
羊
と
遊
ん
で
暮
ら
し
て
き
た
。」

だ
か
ら
ど
う
な
ん
だ
。

　
「
け
れ
ど
も
邪
悪
に
対
し
て
は
、
人
一
倍
に
敏

感
で
あ
っ
た
。」
三
行
目
に
し
て
よ
う
や
く
メ
ロ

ス
の
「
激
怒
」
の
所ゆ
え
ん以

が
ほ
の
見
え
て
き
た
。
こ

の
と
き
は
す
で
に
読
者
は
作
家
の
自じ

家か

薬や
く

籠ろ
う

中ち
ゅ
う

に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
掌
中
を
転
が
さ
れ
て
い

る
。
た
い
し
た
力
業
で
あ
る
。

　

だ
が
、
こ
の
短
編
で
の
太
宰
の
工
夫
は
そ
れ
だ

け
で
は
な
い
。
す
で
に
気
づ
い
た
人
が
い
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
太
宰
は
物
語
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
、

「
韻
文
調
」
を
仕
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
花
嫁
は
、
夢
見
心
地
で
う
な
ず
い
た
。」

　
「
私
は
、
今
宵
、
殺
さ
れ
る
。
殺
さ
れ
る
た
め

に
走
る
の
だ
。」

　
「
私
は
信
頼
さ
れ
て
い
る
。
私
は
信
頼
さ
れ
て

い
る
。」

　
「
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
で
ご
ざ
い
ま
す
。」

　

七
五
調
で
整
え
る
の
は
こ
れ
が
「
作
り
話
」
だ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
シ
グ
ナ
ル
で
あ
る
。

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

　

も
の
の
は
ず
み
で
「
愛
と
信
実
」
の
話
を
書
く

こ
と
に
は
し
た
が
、
ど
う
に
も
気
恥
ず
か
し
い
。

と
は
い
え
、
こ
ん
な
短
い
物
語
で
作
家
の
含
羞
を

前
面
に
出
し
た
ら
構
成
が
破
綻
す
る
。
だ
か
ら
、

表
層
を
読
み
進
む
限
り
、
何
の
屈
託
も
な
く
、
底

意
も
な
く
、
物
語
は
淡
々
と
展
開
す
る
。
け
れ
ど

も
、
音
韻
の
レ
ベ
ル
で
作
家
は
読
者
に
ひ
そ
や
か

な
「
目
く
ば
せ
」
を
し
て
い
る
。

　

こ
ん
な
話
、
あ
ま
り
真
剣
に
読
む
な
よ
、
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そ
れ
が
こ
の
裏
も
表
も
な
い
は
ず
の
物
語
に
ふ

し
ぎ
な
厚
み
と
奥
行
き
を
与
え
て
、
忘
れ
が
た
い

も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

太
宰
治
の
驚
嘆
す
べ
き
技
巧
に
つ
い
て
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走 れ メロス　──その魅力を探る
特集

　
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
を
読
み
返
し
、
あ
ら
た
め
て
、

そ
の
文
章
の
ス
ピ
ー
ド
感
に
打
た
れ
た
。
冒
頭
で

早
く
も
メ
ロ
ス
は
暴
虐
な
王
の
殺
害
を
決
心
し
て

い
る
。

　
「
メ
ロ
ス
に
は
政
治
が
わ
か
ら
ぬ
」「
メ
ロ
ス
は
、

村
の
牧
人
で
あ
る
」
と
メ
ロ
ス
の
性
格
を
語
る
短

い
文
章
が
続
く
。
そ
し
て
「
メ
ロ
ス
は
単
純
な
男

で
あ
っ
た
」
と
い
う
一
文
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
一

文
は
正
義
感
の
強
い
メ
ロ
ス
の
性
格
を
表
す
と
共

に
物
語
の
展
開
を
速
く
し
て
い
る
。
短
く
、
そ
し

て
、
明
瞭
な
一
文
が
作
品
全
体
に
ス
ピ
ー
ド
感
を

与
え
る
の
で
あ
る
。
爽
快
な
ス
ピ
ー
ド
感
で
あ
る
。

　

こ
の
ス
ピ
ー
ド
感
に
飲
ま
れ
る
と
、
政
治
に

疲
れ
た
王
の
冷
や
や
か
な
心
を
見
逃
し
て
し
ま

う
。
メ
ロ
ス
が
単
純
な
男
で
あ
れ
ば
、
王
は
頭
の

回
転
が
速
す
ぎ
る
男
な
の
だ
。
頭
の
回
転
が
速
い

王
は
「
は
は
。
命
が
大
事
だ
っ
た
ら
、
遅
れ
て
こ

い
。
お
ま
え
の
心
は
、
わ
か
っ
て
い
る
ぞ
」
と
メ

ロ
ス
が
死
を
逃
れ
る
方
法
を
た
ち
ど
こ
ろ
に
計
算

し
て
、
メ
ロ
ス
の
耳
元
で
さ
さ
や
く
ほ
ど
だ
。
こ

れ
で
、
こ
の
物
語
に
ス
リ
ル
が
生
ま
れ
る
。
メ
ロ

ス
に
さ
さ
や
か
れ
た
王
の
言
葉
は
メ
ロ
ス
に
と
っ

て
は
誘
惑
で
あ
り
、
読
者
に
と
っ
て
は
ス
リ
ル
と

な
る
。

　

た
っ
た
一
人
の
妹
の
婚
礼
の
た
め
に
三
日
間
の

命
乞
い
を
し
た
メ
ロ
ス
は
故
郷
の
村
へ
と
出
発
す

る
。「
初
夏
、
満
天
の
星
で
あ
る
」
と
い
う
一
文

が
伏
線
と
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
読
者
は
ま
っ

た
く
気
が
つ
か
な
い
だ
ろ
う
。
人
間
が
大
き
な
も

の
に
包
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
そ
の
一
文
で
味
わ
う
。

伏
線
と
い
う
の
は
、
季
節
が
初
夏
で
あ
り
大
雨
が

降
り
や
す
い
季
節
で
あ
り
、
そ
れ
が
メ
ロ
ス
の
行

く
手
を
阻
む
展
開
が
こ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
の

だ
。

　

何
で
も
な
い
よ
う
な
短
い
文
章
の
中
に
幾
つ
も

の
伏
線
が
隠
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
拾
い
出
せ
ば
キ

リ
が
な
い
。
そ
れ
も
ま
た
爽
快
な
ス
ピ
ー
ド
感
を

呼
ぶ
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ス
ピ
ー
ド
感

0607

な
か
ざ
わ
・
け
い

神
奈
川
県
生
ま
れ
。
作
家
・
法
政
大
学
教
授
。

一
九
七
八
年
に
『
海
を
感
じ
る
時
』（
講
談
社
）

で
群
像
新
人
賞
、八
五
年
に『
水
平
線
上
に
て
』

で
第
七
回
野
間
文
芸
新
人
賞
を
受
賞
。『
豊
海

と
育
海
の
物
語
』（
集
英
社
）、『
動
物
園
の
王

子
』（
新
潮
社
）
な
ど
著
書
多
数
。

さ
い
と
う
・
ま
さ
お

香
川
県
生
ま
れ
。
群
馬
大
学
准
教
授
。
太

宰
治
を
中
心
と
す
る
日
本
近
代
文
学
研
究
者
。

研
究
誌
「
太
宰
治
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
」
発
行
の

メ
ン
バ
ー
で
も
あ
る
。
著
書
に
『
太
宰
治
の

小
説
の〈
笑
い
〉』（
双
文
社
出
版
）、『
新
世

紀　

太
宰
治
』（
共
著
・
双
文
社
出
版
）が
あ
る
。

が
地
中
海
地
方
の
乾
い
た
風
土
を
語
っ
て
い
る
よ

う
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
私
が
地
中
海
地
方
を
知

ら
な
い
た
め
だ
ろ
う
か
。

  

こ
の
作
品
が
発
表
さ
れ
た
の
は
昭
和
十
五
年
。

東
京
で
予
定
さ
れ
て
い
た
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
日
中

戦
争
激
化
の
た
め
に
中
止
さ
れ
た
年
の
こ
と
だ
と

知
っ
た
時
、
太
宰
治
の
中
に
あ
っ
た
憧
れ
が
な
ん

と
な
く
解わ
か

る
よ
う
な
気
が
し
た
。
猜さ
い

疑ぎ

心し
ん

に
よ
っ

て
次
々
と
人
を
殺
す
王
と
い
う
存
在
は
遠
い
昔
の

お
話
の
中
に
い
る
の
で
は
な
く
、
き
っ
と
そ
の
時

代
の
空
気
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

風
を
切
る
文
章
の
ス
ピ
ー
ド
感
を
楽
し
み
な
が
ら
、

そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
。

　

太
宰
治
は
「
無ぶ

頼ら
い

派は

」
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

だ
が
そ
の
数
奇
な
人
生
に
目
を
奪
わ
れ
、
彼
の
作

品
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
が
見
逃
さ
れ
て
は

な
る
ま
い
。
昭
和
十
一
年
に
出
版
さ
れ
た
第
一
創

作
集
『
晩
年
』
に
は
、
小
説
と
い
う
表
現
形
式
を

問
い
直
す
実
験
作
が
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
。
た

と
え
ば
「
道
化
の
華
」
は
、
主
人
公
た
ち
の
世
界

を
書
き
綴つ
づ

る
「
僕
」
が
登
場
す
る
、
小
説
の
小
説

で
あ
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
「
僕
」
が
自

身
の
書
き
方
に
も
言
及
し
、
や
が
て
そ
の
自
己
言

及
そ
の
も
の
に
さ
え
言
及
す
る
よ
う
に
な
る
と
い

う
、
際
限
の
な
い
相
対
化
が
な
さ
れ
て
い
る
点
で

あ
る
。

　

語
り
手
が
自
分
の
言
葉
を
絶
え
ず
疑
う
。
そ
う

し
た
繊
細
な
表
現
は
先
鋭
化
し
て
行
く
に
従
っ
て
、

一
般
の
読
者
に
は
つ
い
て
行
き
難
い
も
の
に
な
る
。

太
宰
は
昭
和
十
二
年
の
秋
か
ら
約
一
年
間
、
小
説

を
発
表
し
て
い
な
い
。
そ
こ
に
私
生
活
上
の
問
題

が
影
響
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
が
、
同

時
に
彼
は
創
作
上
の
壁
に
も
直
面
し
て
い
た
よ
う

な
の
だ
。

　

昭
和
十
四
年
ご
ろ
か
ら
太
宰
は
旺
盛
な
執
筆
活

動
を
再
開
す
る
。
作
家
と
し
て
の
仕
切
り
直
し
に

あ
た
っ
て
、
彼
は
そ
れ
ま
で
と
は
違
う
方
法
を
見

つ
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。十
五
年
に
書
か
れ
た「
走

れ
メ
ロ
ス
」
は
、
そ
う
し
た
当
時
の
太
宰
の
課
題

を
重
ね
て
読
め
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
は
「
単
純
な
男
」
が
変
わ
る

物
語
で
あ
る
。
当
初
メ
ロ
ス
は「
愛
」「
正
義
」「
信

実
」
と
い
っ
た
言
葉
を
支
え
に
し
て
い
た
。
だ
が

帰
り
道
で
力
尽
き
か
け
る
過
程
で
、
そ
れ
ら
の
観

念
を
疑
い
出
す
。
つ
い
に
は
「
正
義
だ
の
、
信
実

だ
の
、
愛
だ
の
、
考
え
て
み
れ
ば
く
だ
ら
な
い
」

と
言
い
放
つ
ま
で
に
な
っ
て
、
意
識
を
失
う
。

　

し
か
し
彼
は
再
び
走
り
出
す
。
そ
し
て
刑
場
に

辿
り
着
く
直
前
に
は
、「
何
一
つ
考
え
て
い
な
い
」

吹
っ
切
れ
た
姿
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
。

　

自
分
が
絶
対
化
し
て
い
た
考
え
を
相
対
化
す
る

こ
と
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
成
熟
で
あ
ろ
う
。
だ
が

相
対
化
は
後
を
引
き
や
す
い
。
自
分
を
疑
い
、
そ

の
疑
っ
た
自
分
を
疑
い
、
そ
の
疑
い
を
疑
い
…
…

と
、
出
口
の
な
い
螺ら

旋せ
ん

に
陥
り
が
ち
だ
。
そ
の
罠わ
な

か
ら
は
ど
の
よ
う
に
抜
け
出
せ
ば
よ
い
の
か
？

　

意
識
を
失
っ
た
メ
ロ
ス
を
目
覚
め
さ
せ
た
の
は

水
の
音
で
あ
る
。
王
と
議
論
し
、
花
婿
を
説
き
伏

せ
、
懸
命
に
自
身
を
励
ま
し
な
が
ら
走
っ
て
い
た

饒じ
ょ
う

舌ぜ
つ

な
男
が
、
こ
こ
で
は
「
何
か
小
さ
く
さ
さ
や

き
な
が
ら
」
流
れ
る
清
水
に
「
耳
を
澄
ま
し
」
て

い
る
。
太
宰
自
身
は
、
こ
の
作
品
を
含
め
、
十
五

年
ご
ろ
か
ら
パ
ロ
デ
ィ
を
積
極
的
に
書
く
よ
う
に

な
る
。『
駈
込
み
訴
へ
』『
新し
ん

釈し
ゃ
く

諸し
ょ

国こ
く

噺ば
な
し

』『
お
伽と
ぎ

草ぞ
う

紙し

』
な
ど
の
名
作
が
生
ま
れ
る
。
他
者
の
言
葉

と
い
う
源
泉
に
耳
を
傾
け
る
方
法
。
そ
れ
は
、
自

分
の
言
葉
を
疑
う
あ
ま
り
空
転
し
て
い
く
こ
と
を

抑
止
す
る
役
目
も
果
た
し
た
は
ず
で
あ
る
。

群
馬
大
学
准
教
授

斎
藤
理
生

耳
を
澄
ま
す
─
─
太
宰
治
の
再
出
発

作
家
・
法
政
大
学
教
授

中
沢
け
い

「
走
れ
メ
ロ
ス
」の
ス
ピ
ー
ド
感



走 れ メロス　──その魅力を探る
特集

　
「
不
易
流
行
」
と
は
俳
諧
に
お
け
る
美
の
在
り

方
を
言
い
表
し
た
表
現
で
あ
る
。
常
に
新
し
い
も

の
に
変
え
て
い
こ
う
と
す
る
流
行
性
の
中
に
こ
そ

永
遠
に
変
わ
る
こ
と
の
な
い
本
質
（
不
易
）
が
あ

り
、
両
者
は
根
源
に
お
い
て
一
つ
の
在
り
方
に
統

合
さ
れ
る
精
神
を
言
う
。
し
か
し
世
間
で
は
、
こ

の
四
字
熟
語
の
真
ん
中
に
「
と
」
を
入
れ
、
物
事

の
変
わ
ら
な
い
面（
不
易
）と
変
わ
り
ゆ
く
面（
流

行
）
を
示
す
こ
と
が
多
い
。
保
守
と
革
新
と
い
う

言
葉
も
あ
る
よ
う
に
、
巷こ
う

間か
ん

目
に
す
る
事
象
を
捉

え
る
上
で
は
、
本
義
と
は
異
な
る
使
い
方
も
誤
用

と
は
言
い
切
れ
な
い
側
面
が
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
に
お
け
る
「
不
易
」

と
「
流
行
」
は
何
か
。
そ
ん
な
問
い
か
ら
注
目
し

た
の
が
「
学
習
の
手
引
き
」
の
変
遷
で
あ
る
。

　

光
村
図
書
の
中
学
校
教
科
書
に「
走
れ
メ
ロ
ス
」

が
初
め
て
掲
載
さ
れ
た
の
は
昭
和
三
十
六
年
で
あ

る
。
以
後
、
何
度
か
姿
を
消
す
時
期
を
経
て
、
現

在
は
中
学
二
年
の
国
語
科
を
代
表
す
る
文
学
教
材

と
し
て
の
存
在
感
を
誇
示
し
て
い
る
。

　

本
作
品
の「
手
引
き
」に
見
い
出
さ
れ
る「
不
易
」

　
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
ほ
ど
、
最
初
の
一
読
で
子
ど

も
た
ち
を
ひ
き
つ
け
る
作
品
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

普
段
は
教
師
の
音
読
を
集
中
し
て
聞
け
な
い
子
も
、

こ
の
作
品
だ
と
最
後
ま
で
集
中
し
て
耳
を
傾
け
ま

す
。
そ
れ
は
、
太
宰
の
文
章
の
魅
力
を
、
子
ど
も

た
ち
が
身
体
で
感
じ
取
っ
て
い
る
か
ら
な
の
だ
と

思
い
ま
す
。

　

声
に
出
し
て
読
ま
せ
、
言
葉
の
世
界
に
浸
ら
せ

る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
私
は
、「
こ
の
言
葉

が
い
い
」「
作
品
の
こ
こ
が
い
い
」「
な
ぜ
い
い
と

思
う
の
か
」
…
…
と
、
作
品
の
す
ば
ら
し
さ
を
み

ん
な
で
語
り
合
う
こ
と
で
、「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の

魅
力
を
よ
り
深
く
味
わ
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
三
年
前
か
ら
「
名
場
面
・
名
言
発

表
会
」
と
い
う
実
践
を
行
っ
て
い
ま
す
（
本
誌
Ｐ

16
─

19
参
照
）。「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
中
で
、
特
に
好

き
な
場
面
を
選
び
、
そ
の
場
面
に
つ
い
て
の
自
分

た
ち
の
思
い
を
話
し
合
い
、
ま
と
め
ま
す
。
本
文

を
朗
読
し
、
選
ん
だ
場
面
の
中
で
名
言
だ
と
思
う

文
章
を
抜
き
出
し
、
み
ん
な
で
声
に
出
し
て
読
み

ま
す
。

は
、「
メ
ロ
ス
」
と
「
王
」
の
心
理
と
人
物
像
を

考
え
さ
せ
る
課
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
か
か
る
問
い

は
「
手
引
き
」
全
体
の
六
割
強
を
占
め
る
。
も
と

よ
り
登
場
人
物
の
心
理
や
人
物
像
を
問
う
の
は
文

学
の
常
だ
が
、「
走
れ
メ
ロ
ス
」
で
は
そ
の
「
変
化
」

に
光
を
当
て
、「
メ
ロ
ス
」
と
「
王
」
と
い
う
存
在

を
比
べ
な
が
ら
読
み
取
ら
せ
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。

　

一
方
、「
流
行
」
の
典
型
は
、
読
後
感
に
対
す

る
問
い
の
変
化
で
あ
る
。
昭
和
四
十
四
年
度
版
で
、

「
ど
の
場
面
に
感
動
し
た
か
」
と
問
い
か
け
て
い

た「
手
引
き
」は
、平
成
十
八
年
度
版
に
な
る
と「
メ

ロ
ス
の
生
き
方
に
つ
い
て
、
共
感
で
き
た
か
、
で

き
な
か
っ
た
か
を
話
し
合
っ
て
み
よ
う
」
に
な
っ

て
い
る
。「
走
れ
メ
ロ
ス
」
を
読
め
ば
感
動
す
る

こ
と
を
前
提
と
し
た
「
手
引
き
」
は
、
平
成
二
年

度
版
が
最
後
で
あ
る
。
近
年
は
P
I
S
A
型
読

解
力
を
育
成
す
る
た
め
、
作
品
を
批
評
す
る
活
動

が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

　

あ
る
時
期
だ
け
登
場
し
た
「
流
行
」
も
少
な
く

な
い
。
例
え
ば
昭
和
四
十
七
年
度
版
か
ら
平
成
二

年
度
版
に
か
け
て
、「
朗
読
し
よ
う
」
と
い
う
課

　

こ
の
授
業
で
大
事
に
し
て
い
る
の
は
、「
文
章

を
声
に
出
し
て
読
む
こ
と
」
と
「
文
学
作
品
を
語

る
語
彙
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
」。
こ
の
作
品
を

読
ん
だ
こ
と
で
、
他
の
作
品
に
つ
い
て
も
、
い
ろ

い
ろ
な
視
点
で
読
ん
だ
り
語
っ
た
り
で
き
る
よ
う

に
な
る
と
い
い
な
と
思
い
ま
す
。

　

私
の
教
室
で
は
、
一
年
生
の
と
き
に
「
星
の
花

が
降
る
こ
ろ
に
」（
一
年
）
で
、「
作
品
の
よ
さ
を

語
り
合
お
う
」
と
い
う
単
元
を
学
習
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
は
、「
情
景
描
写
」「
人
物
設
定
」「
ス
ト
ー

リ
ー
展
開
」「
心
情
の
変
化
」
な
ど
、
作
品
の
よ

さ
を
語
る
た
め
の
言
葉
を
学
び
、
自
分
の
考
え
を

二
百
字
で
ま
と
め
さ
せ
ま
し
た
。

　
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
で
は
、
そ
の
学
習
も
思
い
出

さ
せ
な
が
ら
、
作
品
の
す
ば
ら
し
さ
を
グ
ル
ー
プ

で
話
し
合
っ
て
ま
と
め
さ
せ
ま
す
。
一
年
生
の
と

き
と
違
い
、
子
ど
も
た
ち
は
登
場
人
物
の
心
情
の

深
い
部
分
ま
で
読
み
取
っ
て
い
き
ま
す
。「
名
場

面
」
と
し
て
多
く
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
メ
ロ
ス
が

走
る
の
を
諦
め
よ
う
と
す
る
場
面
。
二
年
生
の
三

学
期
に
も
な
る
と
、
登
場
人
物
が
複
雑
な
心
情
を

題
が
あ
る
。
こ
の
時
期
の
学
習
指
導
要
領
は
、
領

域
が
「
表
現
」
と
「
理
解
」の
二
項
で
あ
り
、両
者

を
つ
な
ぐ
言
語
活
動
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
た
の

が
朗
読
だ
っ
た
。

　

か
く
し
て
「
不
易
」
も
「
流
行
」
も
あ
る
「
走

れ
メ
ロ
ス
」
の
「
手
引
き
」
だ
が
、「
不
易
」
に

お
い
て
も
「
変
化
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い

る
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
る
。
国
語
教
科
書
の
文
学

作
品
中
で
、「
走
れ
メ
ロ
ス
」
は
登
場
人
物
が
圧

倒
的
に
多
く
、
延
べ
の
人
称
名
詞
の
数
も
三
五
六

語
と
、
二
位
の
「
故
郷
」
を
一
〇
四
語
も
上
回
る
。

「
走
れ
メ
ロ
ス
」
と
は
、
た
く
さ
ん
の
人
物
を
関

係
さ
せ
な
が
ら
「
走
る
＝
変
化
す
る
」
物
語
と
し

て
読
者
を
ひ
き
つ
け
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

は
「
不
易
流
行
」
を
体
現
し
た
小
説
の
典
型
と
言

え
る
か
も
し
れ
な
い
。

抱
え
た
、
こ
の
よ
う
な
場
面
を
選
ぶ
よ
う
に
な
る

の
で
す
。
そ
れ
は
、
子
ど
も
た
ち
の
内
面
も
複
雑

に
な
っ
て
き
て
い
る
か
ら
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
約
束
を
破
ろ
う
と
す
る
な
ん
て
、
メ
ロ
ス
は
弱

い
人
間
だ
。
で
も
、
誰
し
も
そ
う
い
う
部
分
は
あ

る
と
思
う
」
と
、
子
ど
も
た
ち
は
メ
ロ
ス
を
語
り

な
が
ら
、
実
は
、
自
分
自
身
の
こ
と
を
語
り
始
め

ま
す
。
メ
ロ
ス
の
お
か
げ
で
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の

う
ち
に
自
分
と
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
る
ん
で
す

ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
、「
走
れ
メ
ロ
ス
」
は

語
り
が
い
の
あ
る
、す
ば
ら
し
い
作
品
で
す
。
一
・

二
年
生
で
身
に
つ
け
た
国
語
の
力
を
総
動
員
し
て

臨
み
た
い
作
品
だ
と
、私
は
思
い
ま
す
。　　
（
談
）

ふ
じ
も
り
・
ゆ
う
じ

長
野
県
生
ま
れ
。
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