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以
前
、
僕
が
「
グ
リ
ム
３
」
で
書
い
た
の
を
読
ん
で
思
い
つ
い
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
近

く
政
府
は
「
国
民
総
親
孝
行
計
画
」
を
発
表
す
る
。 

や
っ
ぱ
り
、
僕
の
考
え
る
こ
と
な
ん
て
、
と
っ
く
に
誰
か
さ
ん
が
考
え
て
い
た
ん
だ
。 

高
度
経
済
成
長
時
代
の
終
わ
り
頃
か
ら
、「
こ
の
ま
ま
国
民
の
親
不
孝
化
が
進
む
と
、
い
ず
れ
は
日
本
と

い
う
国
の
根
幹
が
揺
る
ぎ
か
ね
な
い
」
と
主
張
す
る
学
者
は
い
た
。
政
府
も
当
時
の
文
部
省
を
中
心
に
、

親
不
孝
化
が
進
ん
だ
場
合
の
問
題
点
を
研
究
し
て
い
た
が
、
こ
の
研
究
を
公
表
す
る
と
、
国
が
「
国
民
の

多
く
が
親
不
孝
で
あ
る
」
と
あ
え
て
認
め
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
際
の
マ
ス
コ
ミ
等
の
反
応
、
ま
た
そ
れ

に
対
す
る
対
応
策
等
を
考
え
る
う
ち
に
腰
が
引
け
て
き
て
、
今
に
至
る
ま
で
研
究
成
果
の
発
表
を
見
送
っ

て
き
た
。 

し
か
し
な
が
ら
最
近
に
な
り
、
今
後
「
少
子
高
齢
化
」
が
加
速
度
的
に
進
む
こ
と
を
原
因
と
す
る
数
々

の
難
題
の
ほ
と
ん
ど
全
て
が
、
国
民
一
人
一
人
が
今
よ
り
ず
っ
と
「
親
孝
行
」
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
解

決
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
た
め
、
政
府
も
こ
の
度
思
い
切
っ
て
「
国
民
総
親
孝
行
計
画
」
と
し
て
発

表
す
る
こ
と
に
し
た
。 

 

他
の
先
進
国
と
の
比
較 

日
本
を
１
０
０
と
し
た
場
合
の
各
先
進
国
の
親
孝
行
指
数
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。 
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一
体
何
を
基
準
と
し
て
、
ど
ん
な
計
算
方
法
で
出
さ
れ
た
数
字
か
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
が
、
出
て
き

た
数
字
は
、
何
と
な
く
僕
の
予
想
し
て
い
た
通
り
だ
っ
た
。 

こ
れ
を
見
て
も
、
日
本
と
い
う
国
は
予
想
以
上
に
親
孝
行
離
れ
が
進
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

特
筆
す
べ
き
は
韓
国
の
突
出
し
た
高
さ
で
あ
る
。 

「
儒
教
の
国
」
と
言
わ
れ
て
い
る
韓
国
で
あ
る
が
、
現
実
は
仏
教
徒
や
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
多
い
こ
と
を

考
え
る
と
、
こ
の
親
孝
行
指
数
の
高
さ
は
、
こ
の
国
が
決
し
て
「
儒
教
の
国
」
だ
か
ら
と
い
う
理
由
だ
け

で
は
な
さ
そ
う
だ
。
地
理
的
に
も
近
く
、
特
に
今
年
は
サ
ッ
カ
ー
・
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
を
共
催
し
た
友
好

国
で
あ
る
韓
国
を
「
親
孝
行
先
進
国
」
「
親
孝
行
大
国
」
と
し
て
日
本
が
見
習
う
べ
き
点
は
多
い
。 

と
り
あ
え
ず
、
日
本
と
し
て
は
同
じ
ア
ジ
ア
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
目
標
と
し
て
、
せ
め
て
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
並
の
「
親
孝
行
中
堅
国
」
と
呼
ば
れ
る
く
ら
い
ま
で
に
は
な
り
た
い
も
の
だ
。 

 



国
民
改
造
具
体
策 

内
閣
府
の
下
に
「
親
孝
行
庁
（
仮
名
）
」
の
設
置
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。 

現
在
、
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
者
が
中
心
と
な
っ
て
具
体
策
の
研
究
が
続
け
ら
れ
て
い
る
が
、
い
わ

ゆ
る
縦
割
り
行
政
の
弊
害
も
あ
り
、
責
任
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
意
味
で
も
、
新
た
な
専
門
省
庁
の
設

置
の
必
要
性
が
生
じ
た
。 

現
在
具
体
策
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、 

１
．
義
務
教
育
の
中
に
新
た
に
「
親
孝
行
」
に
関
す
る
教
科
を
設
け
る
。 

２
．
親
孝
行
を
社
会
全
体
に
普
及
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
新
た
に
「
親
孝
行
普
及
指
導
員
」
を
養

成
す
る
。 

な
お
、「
親
孝
行
普
及
指
導
員
」
に
な
る
た
め
の
国
家
資
格
と
し
て
「
親
孝
行
普
及
指
導
員
資
格
」
新
た

に
設
け
る
こ
と
と
し
、
近
く
「
親
孝
行
普
及
指
導
員
資
格
研
究
委
員
会
」
を
設
置
す
る
。 

委
員
の
中
に
「
親
孝
行
マ
ス
タ
ー
」
を
自
認
し
、
広
く
世
間
に
「
親
コ
ー
ラ
ー
（
親
孝
行
を
楽
し
み
な

が
ら
行
う
人
）
」
を
普
及
さ
せ
る
こ
と
に
積
極
的
に
努
力
し
て
い
る
漫
画
家
の
み
う
ら
じ
ゅ
ん
氏
も
含
ま

れ
る
予
定
で
あ
る
。 

３
． 

親
孝
行
に
関
す
る
市
民
の
窓
口
と
し
て
、
市
・
区
役
所
に
「
親
孝
行
課
」
を
設
置
す
る
。 

４
． 

韓
国
に
、
小
中
学
生
に
よ
る
「
親
孝
行
親
善
大
使
」
を
定
期
的
に
派
遣
し
、
親
孝
行
先
進
国
で
あ
る

韓
国
の
実
情
や
具
体
的
な
親
孝
行
、
親
孝
行
に
よ
る
社
会
影
響
な
ど
を
学
ば
せ
る
。 

 

親
不
孝
者
大
国
日
本
を
親
孝
行
中
堅
国
に
も
っ
て
い
く
こ
と
は
、
一
筋
縄
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
自

分
の
胸
に
手
を
置
い
て
、
自
分
の
親
孝
行
履
歴
を
思
い
出
そ
う
と
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
何
も
思
い
浮
か
ば

な
い
。
偉
そ
う
な
こ
と
を
書
い
て
み
て
も
、
今
更
な
が
ら
に
自
分
自
身
の
親
不
孝
さ
に
愕
然
と
し
て
し
ま

う
。 親

不
孝
者
は
僕
ら
の
世
代
ま
で
で
十
分
だ
。
僕
ら
の
子
供
か
ら
下
の
世
代
に
は
、
な
ん
と
し
て
も
立
派

な
親
孝
行
に
な
っ
て
も
ら
う
よ
う
、
こ
れ
か
ら
政
府
か
ら
出
さ
れ
る
「
国
民
総
親
孝
行
計
画
」
に
は
大
い

に
期
待
し
た
い
。 
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