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い
う
高
度
な
機
能
を
使
っ
て
理
解
を
し
て
い

る
。
言
葉
な
く
し
て
、
意
味
を
理
解
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

で
は
、
私
た
ち
人
間
は
、
ど
の
よ
う
に
言

葉
を
獲
得
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
誰
し
も
が
生

ま
れ
た
時
に
は
、
言
葉
を
理
解
す
る
こ
と
も

話
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
ん
な
赤
ん
坊
が

成
長
発
達
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
聞
い
て
理

解
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
そ
し
て
、
話
せ
る

よ
う
に
な
り
、い
ず
れ
読
め
る
よ
う
に
な
り
、

書
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
一
見
、
意
識

す
る
こ
と
な
く
、
自
然
に
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
く
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
の
発
達

成
長
を
促
す「
環
境
」
が
あ
り
、
支
援
す
る

「
人
」の
存
在
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

乳
幼
児
の
周
り
で
交
わ
さ
れ
る
会
話
や
、

乳
児
に
話
し
か
け
た
り
、
五
感
で
感
じ
た
も

の
を
言
葉
で
表
現
し
伝
え
た
り
し
て
い
か
な

け
れ
ば
、
乳
児
は
言
葉
は
獲
得
で
き
な
い
。

そ
し
て
、
乳
児
か
ら
幼
児
に
成
長
す
る
と
発

話
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
ト
ラ
イ
＆
エ

ラ
ー
を
繰
り
返
し
、
だ
ん
だ
ん
会
話
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
ゆ
っ
く
り
、
明
瞭

に
、
短
く
、
簡
潔
に
、
幼
児
に
話
し
か
け
る

親
と
、
話
し
か
け
た
言
葉
を
発
話
す
る
子
ど

も
の
や
り
と
り
は
街
中
な
ど
で
も
よ
く
見
受

け
ら
れ
る
光
景
だ
。
こ
れ
は
、
幼
児
に
と
っ

て
、
言
葉
を
獲
得
す
る
た
め
の
重
要
な
学
習

と
な
っ
て
い
る
。
特
に
脳
の
成
長
に
は
臨
界

期（critical period
）
と
呼
ば
れ
る
、
そ
の

時
期
を
過
ぎ
る
と
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
る
限
界
の
時
期
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

０
歳
～
４
歳
に
臨
界
期
を
迎
え
る
と
さ
れ
る

も
の
が
多
く
、
言
語
の
習
得
の
臨
界
期
も
こ

の
時
期
に
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
人
間
に

と
っ
て
こ
の
時
期
の
教
育
は
非
常
に
重
要

だ
。近

年
、
少
子
化
、
核
家
族
化
に
よ
る
家
族

の
変
化
、
地
域
社
会
の
変
化
、
情
報
端
末
を

通
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
拡
大
、
遊

び
の
変
化
、
家
庭
で
の
過
ご
し
方
の
変
化
な

ど
、
乳
幼
児
を
取
り
巻
く
環
境
は
著
し
く
様

変
わ
り
し
て
い
る
。
果
た
し
て
、
子
ど
も
た

ち
は
適
切
に
育
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
語

彙
の
乏
し
い
児
童
の
増
加
は
、
乳
幼
児
の
教

育
の
実
態
を
あ
ら
わ
す
象
徴
的
な
出
来
事
で

あ
る
な
ら
ば
、
由
々
し
き
事
態
で
あ
る
。

新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
語
彙
指
導
の
改

善
・
充
実
を
求
め
て
お
り
、
小
学
校
低
学
年

で
は
、
身
近
な
語
彙
を
、
中
学
年
で
は
、
様

子
や
行
動
、気
持
ち
や
性
格
を
表
す
語
彙
を
、

高
学
年
で
は
、
思
考
に
関
わ
る
語
彙
を
日
常

生
活
の
中
で
も
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
増
や
す

よ
う
示
し
て
い
る
。
果
た
し
て
、
幼
稚
園
や

小
学
校
で
、
乳
幼
児
期
の
不
足
を
補
う
こ
と

が
で
き
る
の
か
不
安
は
残
る
が
、
大
変
重
要

な
方
針
だ
と
思
う
。
学
校
教
育
で
は
、
こ
の

よ
う
に
教
育
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
が
、

家
庭
教
育
を
コ
ン
ト
ー
ル
す
る
こ
と
は
非
常

に
難
し
い
。乳
幼
児
を
育
て
て
い
る
家
族
や
、

将
来
親
に
な
る
人
々
に
、
こ
の
危
機
を
共
有

で
き
れ
ば
幸
い
だ
。
そ
こ
か
ら
、
新
た
な
家

庭
教
育
の
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
が
起
こ
る
こ
と
を

期
待
し
て
や
ま
な
い
。

小
学
校
の
新
入
生
に
、
異
変
が
起
こ
っ
て

い
る
。語
彙
の
乏
し
い
児
童
が
増
え
て
お
り
、

児
童
間
の
語
彙
量
の
差
が
大
き
く
広
が
っ
て

い
る
と
い
う
の
だ
。語
彙
の
乏
し
い
児
童
が
、

特
別
な
支
援
を
要
す
る
知
的
障
害
者
で
は
な

く
、
ご
く
一
般
的
な
、
い
わ
ゆ
る
普
通
の
児

童
だ
そ
う
だ
。

こ
の
問
題
は
、
深
刻
な
問
題
だ
と
教
育
関

係
者
の
間
で
は
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
語
彙
の

乏
し
い
児
童
は
、
日
常
の
人
と
の
関
わ
り
や

授
業
に
支
障
を
き
た
す
可
能
性
が
あ
る
。
自

分
の
思
い
や
考
え
を
伝
え
た
り
、
人
の
考
え

を
理
解
し
た
り
す
る
上
で
、
言
葉
は
重
要
で

あ
る
。
語
彙
が
少
な
け
れ
ば
先
生
の
話
を
十

分
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
小

学
校
で
の
学
習
に
支
障
を
き
た
し
、
小
学
校

の
中
学
年
以
降
、
生
涯
に
わ
た
る
知
能
の
成

長
に
影
響
す
る
こ
と
が
心
配
さ
れ
る
。

言
う
ま
で
も
な
い
が
、
言
葉
の
獲
得
は
、

非
常
に
重
要
だ
。
物
を
考
え
る
時
や
黙
読
す

る
時
、
声
に
出
さ
な
い
ま
で
も
言
葉
が
用
い

ら
れ
て
い
る
。
言
葉
な
し
に
、
考
え
る
こ
と

も
、
判
断
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
今
、
こ

の
文
章
を
読
ん
で
頂
い
て
い
る
皆
さ
ん
も
、

内
容
を
理
解
で
き
る
の
は
、
言
葉
を
理
解
し

て
い
る
か
ら
だ
。
文
章
を
読
む
脳
の
し
く
み

は
、
目
を
使
っ
て
視
覚
で
捉
え
た
映
像
を
言

葉
と
し
て
認
識
し
、
脳
の
中
で
そ
の
言
葉
を

聴
覚
情
報
に
変
え
て
、変
え
た
聴
覚
情
報
を
、

文
法
的
に
解
釈
し
た
り
、
そ
こ
に
書
か
れ
て

い
る
文
字
の
意
味
を
、
こ
れ
ま
で
に
体
得
し

た
知
識
と
瞬
時
に
結
び
つ
け
て
解
釈
す
る
と

キャリア指導の現場から 連載

乳幼児の教育は大丈夫か！？
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