
ま
い
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
校
庭
に
落
ち
て
い
た

葉
っ
ぱ
を
見
せ
て
、「
こ
の
葉
の
色
を
言
葉
で
表

現
し
て
ご
ら
ん
」
と
投
げ
か
け
た
り
、
子
犬
の
写

真
を
見
せ
て
「
こ
の
か
わ
い
ら
し
さ
を
言
葉
で
表

現
し
て
み
て
」
と
投
げ
か
け
た
り
、
そ
の
よ
う
な

描
写
の
練
習
を
日
頃
か
ら
積
み
重
ね
て
お
く
の
で

す
。
そ
う
す
る
と
、
鑑
賞
文
を
書
く
と
き
に
、
さ

ま
ざ
ま
な
言
葉
が
子
ど
も
た
ち
か
ら
出
て
く
る
と

思
い
ま
す
。

　

鑑
賞
文
は
、
批
評
文
の
入
り
口
と
も
言
え
ま
す
。

上
の
学
年
に
あ
が
っ
た
と
き
に
、
説
得
力
の
あ
る

批
評
文
が
書
け
る
よ
う
、
一
年
生
で
鑑
賞
文
を
書

く
練
習
を
し
っ
か
り
行
っ
て
お
き
た
い
も
の
で
す
。

（
談
）

観
点
の
説
明
を
し
て
い
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
ど

う
し
で
作
品
の
魅
力
に
つ
い
て
話
し
合
わ
せ
、
そ

こ
か
ら
観
点
を
探
し
て
い
く
の
は
よ
い
方
法
で
す
。

話
し
合
う
こ
と
で
、
作
品
の
見
方
が
広
が
り
、
さ

ま
ざ
ま
な
観
点
が
見
つ
か
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
鑑
賞
文
の
授
業
で
は
、
ぜ
ひ
子
ど

も
た
ち
の
語
彙
を
広
げ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
例
え

ば
、
ゴ
ッ
ホ
の
「
ひ
ま
わ
り
」
に
つ
い
て
、「
花

び
ら
の
描
き
方
が
い
い
」
と
言
っ
た
子
ど
も
が
い

た
ら
「
他
の
言
い
方
を
し
て
ご
ら
ん
」
と
投
げ

か
け
ま
し
ょ
う
。
す
る
と
、「
花
び
ら
の
描
き
方

が
細
か
い
」「
ひ
と
筆
で
描
い
た
よ
う
だ
」
な
ど
、

子
ど
も
た
ち
な
り
に
表
現
し
て
き
ま
す
。
教
師
が

す
か
さ
ず
「『
細
か
い
』
は
、『
繊
細
だ
』
と
言
っ

て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
」「
ひ
と
筆
で
描
い
た

よ
う
な
『
筆
づ
か
い
』
が
い
い
、
と
表
現
し
て
も

い
い
ね
」
と
、
子
ど
も
た
ち
か
ら
引
き
出
し
た
言

葉
を
も
と
に
、
新
し
い
言
葉
を
示
し
て
い
く
こ
と

で
語
彙
が
広
が
り
ま
す
。

　

ま
た
、
鑑
賞
文
を
書
く
前
に
、
日
常
的
に
描
写

の
練
習
を
し
て
お
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
授
業
の

初
め
五
分
ぐ
ら
い
で
行
え
る
簡
単
な
練
習
で
も
か

　

自
分
の
思
い
を
述
べ
る「
感
想
文
」と
違
い
、「
鑑

賞
文
」
は
、
対
象
と
な
る
も
の
の
よ
さ
を
、
根
拠

を
明
ら
か
に
し
て
、
論
理
的
に
説
明
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
子
ど
も
た
ち
は
、
小
学
校
か
ら
よ

く
書
い
て
い
る
感
想
文
は
得
意
な
の
で
す
が
、
論

理
的
に
説
明
す
る
文
章
と
な
る
と
、
途
端
に
苦
手

意
識
を
強
く
し
て
し
ま
い
ま
す
。
一
年
一
学
期
に

「
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
よ
う
」
と
い
う
教
材
で
、

観
点
を
決
め
て
説
明
す
る
と
い
う
学
習
を
行
っ
て

い
ま
す
が
、
重
ね
て
、
一
年
三
学
期
で
鑑
賞
文
を

書
か
せ
る
こ
と
は
、
と
て
も
有
効
だ
と
私
は
思
い

ま
す
。

　

鑑
賞
文
を
書
く
場
合
、
よ
さ
を
論
理
的
に
説
明

す
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
、
そ
の

対
象
を
見
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
例
え
ば
、
絵

画
だ
っ
た
ら
、「
色
彩
」「
構
図
」「
全
体
の
印
象
」

な
ど
の
観
点
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
の
観
点

は
、
最
初
か
ら
教
師
が
示
し
て
し
ま
う
の
で
は
な

く
、
子
ど
も
た
ち
か
ら
出
さ
せ
た
い
も
の
で
す
。

堀
江
佐
和
子
先
生
の
授
業（
Ｐ
８
│
13
参
照
）
で
は
、

子
ど
も
た
ち
に
、
作
品
の
魅
力
を
付
箋
紙
に
書
か

せ
、
そ
こ
に
書
か
れ
た
言
葉
を
取
り
出
し
な
が
ら
、

特
集

特
集

一
年
三
学
期
に
、
鑑
賞
文
を
書
く
と
い
う

教
材
が
位
置
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
生
徒
に

鑑
賞
文
を
書
か
せ
る
際
、
ど
の
よ
う
な
こ

と
に
気
を
つ
け
て
指
導
し
た
ら
よ
い
の
で

し
ょ
う
。
今
号
で
は
、
特
に
美
術
作
品
に

つ
い
て
の
鑑
賞
文
を
、
考
え
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
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