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講演3
　

私
の
専
門
は
心
理
学
で
す
。今
日
は
文
字
を
読
ん
だ
り
、文
字
の
形
を
心
の
中

で
思
い
浮
か
べ
た
り
、ま
た
は
文
字
を
選
ぶ
と
き
に
心
の
中
で
ど
う
い
う
こ
と
が
起

き
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

◆
読
み
間
違
い

　

ま
ず
、文
字
を
読
む
と
こ
ろ
か
ら
お
話
を
し
ま
す
。例
え
ば
、「1rl5

」と
いっ
た

文
字
の
並
び
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。こ
れ
は
S
F
小
説
で
非
常
に
有
名

な
作
家
の
ア
イ
ザ
ッ
ク・ア
シ
モ
フ
が
書
い
た
推
理
小
説
が
ヒ
ン
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。

「1rl5

」は「
い
ち
、ア
ー
ル
、い
ち
、ご
」な
の
か「
い
ち
、ア
ー
ル
、エ
ル
、ご
」な
の
か
、

ど
ち
ら
で
し
ょ
う
か
。実
際
に
私
も
、例
え
ば
パソ
コ
ン
の
パ
ス
ワ
ー
ド
や
メ
ー
ル
の
ア

ド
レ
ス
な
ど
、ア
ル
フ
ァ
ベッ
ト
の
表
記
で
情
報
を
も
ら
っ
た
と
き
に
、こ
う
い
う
曖
昧

性
、多
義
性
で
少
し
不
便
だ
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。1（
い
ち
）な
の
か
、l

（
エ
ル
）な
の
か
、よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
す
。同
じ
よ
う
な
例
を
も
う
一
つ
。私
ど
も

の
研
究
所
の
英
語
の
略
称
はN

IN
JA

L

（
ニ
ン
ジ
ャ
ル
）と
申
し
ま
す
。メ
ー
ル
の
ア

ド
レ
ス
はninjal.ac.jp

で
す
が
、「
忍
者
」の
方
が
一
般
の
方
に
は
非
常
に
馴
染
み

が
あ
り
ま
す
の
で
、こ
れ
は
ひ
ょっ
と
し
た
ら「
ニ
ン
ジ
ャ
ワ
ン
」、忍
者
1
号
と
読
ま

れ
は
し
な
い
か
と
心
配
に
な
り
ま
し
た
。「
ニ
ン
ジ
ャ
ル
」と
ち
ゃ
ん
と
読
ん
で
い
た

だ
け
る
の
か
ど
う
か
。研
究
所
が
新
し
くN

IN
JA

L

と
い
う
略
称
を
採
用
し
た
と

き
、最
初
の
う
ち
私
は
ご
挨
拶
で
名
刺
を
配
る
と
き
に
わ
ざ
わ
ざ
、「
こ
れ
は『
ニ
ン

ジ
ャ
イ
チ
』で
は
あ
り
ま
せ
ん
。『
ニ
ン
ジ
ャ
ワ
ン
』で
も
な
く
、『
ニ
ン
ジ
ャ
ル
』で
す
。

最
後
の
と
こ
ろ
は『
l（
エ
ル
）』で
す
」と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

　

今
の
は
ア
ル
フ
ァ
ベッ
ト
の
表
記
の
話
で
す
が
、バ
ス
な
ど
に
は
こ
う
い
う
表
記
の

表
示
が
あ
り
ま
す
。

　
　
　

出
口

　
「
出
口
」は
一
般
的
に「
で
ぐ
ち
」と
読
み
ま
す
が
、外
国
人
の
日
本
語
学
習
者

で
初
め
て
日
本
に
来
た
当
初
、こ
れ
を「
で
ろ
」と
読
む
人
が
い
た
そ
う
で
す
。こ
れ

は
お
か
し
い
だ
ろ
う
、普
通
、漢
字
仮
名
交
じ
り
の
場
合
は
漢
字
と
平
仮
名
が
交

じ
っ
て
い
る
と
私
ど
も
は
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、古
い
時
代
を
考
え
て
み
ま
す

と
、例
え
ば
公
文
書
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
前
、ま
た
は
第
二
次
世
界
大
戦
が
終

わ
っ
て
少
し
の
間
は
漢
字
と
片
仮
名
が
交
じ
っ
た
文
で
公
文
書
は
書
か
れ
て
い
ま

し
た
。で
す
か
ら
、こ
れ
を「
で
ろ
」と
読
む
の
は
、も
し
時
代
が
ず
れ
て
い
れ
ば
正

し
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

同
じ
よ
う
に
、そ
の
日
本
語
学
習
者
は「
降
り
口（
お
り
ぐ
ち
）」を「
お
り
ろ
」

と
読
ん
だ
そ
う
で
す
。な
る
ほ
ど
、確
か
に
そ
う
も
読
め
ま
す
ね
。

　

今
の
は
日
本
に
来
て
間
も
な
い
留
学
生
の
人
の
例
で
し
た
が
、実
際
に
日
本
人

の
中
学
生
で
も
こ
う
い
う
読
み
間
違
い
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。例
え
ば
ゼ
ン
リ

ン
と
い
う
地
図
会
社
が
あ
り
ま
す
。パ
ソ
コ
ン
の
画
面
に
ゼ
ン
リ
ン
の
地
図
が
表
示

さ
れ
た
と
き
に
、日
本
の
中
学
校
2
年
生
の
子
が「
ゼ
リ
ソ
ン
だ
」と
読
ん
だ
の
を
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私
は
目
撃
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。片
仮
名
の
表
記
の
中
で「
ン
」「
ソ
」「
リ
」「
ツ
」

「
シ
」は
、手
で
書
き
分
け
る
の
も
形
を
整
え
る
の
が
難
し
い
で
す
し
、読
む
と
き

に
も
こ
う
い
う
読
み
間
違
い
が
起
き
る
こ
と
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

◆
他
人
の
空
似

　
　

一
般
人
、漢
字
ま
た
は
文
字
に
詳
し
く
な
い
専
門
家
以
外
の
人
が
そ
う
い
う

読
み
間
違
い
を
す
る
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、実
は
文
字
の

専
門
家
で
も
こ
う
い
う
曖
昧
性
、多
義
性
に
困
っ
て
、読
み
分
け
ら
れ
な
い
こ
と
が

あ
る
よ
う
で
す
。

　
「
柿
」は「
か
き
」で
、音
読
み
で
は「
シ
」と
読
む
よ
う
で
す
が
、「
杮
」は「
こ
け

ら
」で
す
。非
常
に
微
妙
な
違
い
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。お
分
か
り
に
な
り
ま
す
で

し
ょ
う
か
。真
っ
す
ぐ
一
画
で
書
き
下
ろ
す
の
か
、そ
こ
で
少
し
切
れ
る
の
か
と
い

う
違
い
の
例
で
す
。こ
れ
ら
は
発
生
の
全
く
違
う
文
字
で
す
。漢
字
の
辞
書
な
ど
で

は「
弁
似
」の
よ
う
な
項
目
を
設
け
て
、こ
れ
は
他
人
の
空
似
な
の
で
注
意
し
て
く

だ
さ
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。

  

柿　

杮

　

こ
の
よ
う
な
場
合
は
、漢
字
の
専
門
家
で
あ
っ
て
も
、文
字
を
1
文
字
単
独
で
見

せ
ら
れ
て
、そ
れ
が「
か
き
」な
の
か
、「
こ
け
ら
」な
の
か
、ど
ち
ら
な
の
か
ち
ゃ
ん
と

判
定
し
て
く
だ
さ
い
と
言
わ
れ
て
も
な
か
な
か
難
し
い
も
の
で
す
。そ
の
微
妙
な
違

い
が
本
当
の
違
い
な
の
か
、ご
み
が
付
い
た
り
、か
す
れ
て
消
え
た
り
、そ
う
い
う
も

の
な
の
か
よ
く
分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

今
の
例
は
非
常
に
微
妙
な
例
で
は
な
い
か
、そ
ん
な
も
の
は
日
常
生
活
で
あ
ま

り
な
い
で
し
ょ
う
と
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。例
え
ば

「
犬
」は
、ど
う
見
て
も「
い
ぬ
」、ま
た
は
音
読
み
す
る
と「
ケ
ン
」に
し
か
見
え
な

い
で
し
ょ
う
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
本
当
に
そ
う
な
の
で
し
ょ
う

か
。犬
に
似
た
字
は「
大
」や「
太
」な
ど
、い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。

  

犬　

太　

大

　
「
太
」の
一
部
が
か
す
れ
て
消
え
て
し
ま
っ
て
、上
の
方
に
今
度
は
新
し
い
染
み
が

付
い
て「
犬
」に
化
け
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。ま
た
は
、も
と
も
と「
大
」

に
染
み
が
付
い
た
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
し
、1
文
字
だ
け
眺
め
て
い
て
は
よ
く

分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
文
字
が
ど
う
い
う
読
み
方
を
し
、ど
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
の

か
が
は
っ
き
り
と
人
間
が
認
識
で
き
る
、認
知
で
き
る
の
は
ど
う
い
う
場
面
か
と
い

う
と
、文
脈
が
あ
る
場
面
で
す
。つ
ま
り
、語
の
一
部
と
し
て
文
字
が
使
わ
れ
て
い

る
と
き
で
す
。も
と
も
と
文
字
は
何
か
の
意
味
を
伝
え
る
も
の
で
す
。音
を
伝
え

て
、そ
の
音
の
つ
な
が
り
も
語
と
し
て
の
意
味
を
伝
え
る
機
能
に
な
っ
て
い
る
と
思

わ
れ
ま
す
。「
土
佐
犬（
と
さ
け
ん
）」「
秋
田
犬（
あ
き
た
け
ん
）」、ま
た
は「
と
さ

い
ぬ
」「
あ
き
た
い
ぬ
」と
呼
ぶ
の
で
し
ょ
う
か
、こ
の
3
文
字
目
は「
犬
だ
な
」と
分

か
る
と
思
う
の
で
す
が
、「
高
知
犬（
こ
う
ち
い
ぬ
）」は
少
し
違
う
だ
ろ
う
、「
高
知

大
」「
秋
田
大
」は
高
知
大
学
、秋
田
大
学
の
略
称
な
の
だ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。「
土

佐
犬
」「
秋
田
犬
」の
3
文
字
目
は「
犬
」だ
け
れ
ど
も
、「
高
知
大
」「
秋
田
大
」の

3
文
字
目
は「
大
」だ
と
い
う
よ
う
に
、文
脈
の
中
に
登
場
す
る
こ
と
で
意
味
の
違

い
が
分
か
っ
て
き
ま
す
。つ
ま
り
、文
字
は
単
独
で
は
人
間
に
と
っ
て
読
み
づ
ら
い
も

の
で
す
。も
と
も
と
文
字
は
、語
と
し
て
の
、ま
た
は
文
章
と
し
て
の
意
味
を
と
ら

え
る
た
め
の
道
具
と
し
て
人
間
が
認
知
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
と
思
い

ま
す
。
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文
字
が
1
文
字
単
独
で
は
い
ろ
い
ろ
な
曖
昧
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、「
ル
ー
ビ

ン
の
壺
」（
図
1
）の
知
覚
に
非
常
に
似
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。白
い
と
こ
ろ
に

注
目
す
る
と
壺
に
見
え
ま
す
が
、心
の
中
で
視
点
を
切
り
替
え
て
黒
い
と
こ
ろ
に

注
目
す
る
と
二
人
の
人
間
が
向
き
合
っ
て
い
る
顔
が
見
え
ま
す
。つ
ま
り
人
間
は
、

見
て
い
る
文
脈
を
切
り
替
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。外
界
の
い
ろ
い
ろ
な
刺
激
の
認

知
に
役
立
つ
よ
う
な
手
掛
か
り
を
物
差
し
の
目
盛
り
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ま
す

と
、人
間
は
物
差
し
の
目
盛
り
を
心
の
中
で
見
方
次
第
で
し
な
や
か
に
変
化
さ
せ

て
、外
界
を
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

で
は
、い
つ
も
そ
う
な
の
か
？ 

そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。錯
視
図
形
と
い
う
も
の

が
あ
り
ま
す（
図
2
）。こ
れ
は
刺
激
の
側
に
認
知
の
物
差
し
、認
知
の
手
掛
か
り

が
固
く
刻
み
込
ま
れ
て
い
て
、人
間
が
幾
ら
視
点
を
切
り
替
え
よ
う
と
し
て
も
難

し
い
例
で
す
。

　

ま
ず
、上
と
下
の
線
を
同
じ
長
さ
で
作
り
ま
す
。つ
ぎ
に
、上
の
線
の
両
端
に
＞

と
＜
を
、下
の
線
の
両
端
に
＜
と
＞
を
付
け
て
み
ま
す
。い
か
が
で
し
ょ
う
か
。下
が

ど
う
し
て
も
短
く
見
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。上
と
下
の
2
本
の
線
は
同
じ

長
さ
だ
と
い
う
知
識
を
人
間
は
頭
の
中
に
持
っ
て
い
ま
す
。で
す
か
ら
、そ
の
よ
う

に
視
点
を
切
り
替
え
よ
う
と
思
え
ば
で
き
る
は
ず
な
の
に
、な
ぜ
か
で
き
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
人
間
の
認
知
が
刺
激
の
側
に
完
全
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
例
で
す
。

　

さ
て
、こ
の
図
形
は
皆
さ
ん
毎
日
ご
覧
に
な
っ
て
い
ま
す
。そ
の
答
え
は
今
は
申

し
ま
せ
ん
。後
で
お
答
え
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。ヒ
ン
ト
と
し
て
は
、こ
の
図
形
は
今

は
横
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、縦
に
起
こ
し
て
み
る
と
、皆
さ
ん
は
毎
日
毎
日
こ
う
い
う

刺
激
を
見
て
い
る
中
で
生
活
を
送
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。こ
の
中
に
も
見
渡
す
と

あ
り
ま
す
。こ
れ
が
何
な
の
か
は
、ま
た
後
ほ
ど
時
間
が
あ
れ
ば
ご
紹
介
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

注
：
図
2
は
部
屋
の
隅
や
建
物
の
角
な
ど
、い
た
る
と
こ
ろ
で
発
見
で
き
ま

す
。上
の
図
形
を
90
度
回
転
さ
せ
て
縦
に
起
こ
し
て
み
る
と
、部
屋
の
隅
の

引
っ
込
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
同
じ
景
観
が
見
ら
れ
ま
す
。縦
に
起
こ
し
た
図
形

に
は
天
井
と
床
の
一
部
も
描
か
れ
て
い
る
と
理
解
し
て
く
だ
さ
い
。一
方
、下

の
図
形
を
縦
に
起
こ
す
と
、建
物
の
角
の
出
て
い
る
と
こ
ろ
に
な
り
ま
す
。ど

う
や
ら
、遠
近
法
な
ど
と
も
、な
に
か
関
係
が
あ
り
そ
う
で
す
。

◆
文
字
を
思
い
浮
か
べ
る

　

次
に
、文
字
の
形
を
思
い
浮
か
べ
よ
う
と
す
る
と
き
に
体
が
ど
う
し
て
も
動
く

と
い
う
現
象
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
漢
字
の
足
し
算
の
ク
イ
ズ
を
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。「
黄
」

と「
木
」を
組
み
合
わ
せ
ま
す
と「
横
」が
で
き
ま
す
。で
は
、「
口
」と「
十
」と

「
共
」を
組
み
合
わ
せ
て
一
つ
の
文
字
を
頭
の
中
で
イ
メ
ー
ジ
し
て
く
だ
さ
い
。こ

う
い
う
問
題
を
12
問
ぐ
ら
い
作
っ
て
日
本
人
の
大
学
生
に
解
か
せ
ま
す
と
、大
体

8
割
ぐ
ら
い
の
人
は
空
中
ま
た
は
ひ
ざ
の
上
や
掌
の
上
な
ど
で
指
を
動
か
す
動
作

を
行
い
ま
す
。こ
れ
を「
空
書（
く
う
し
ょ
）」現
象
と
呼
び
ま
す
。

図2 ミューラ・リヤー錯視

図1 ルービンの壺
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「
黄
」＋「
木
」→
横

　
　
　「
口
」＋「
十
」＋「
共
」→
？

　

似
た
よ
う
な
現
象
と
し
て
は
、例
え
ば
そ
ろ
ば
ん
の
非
常
に
熟
達
し
た
人
や
そ

ろ
ば
ん
上
級
者
の
人
は
、「
願
い
ま
し
て
は
3
万
3
3
0
0
円
プ
ラ
ス・・・」と
暗
算

の
問
題
を
解
い
て
い
る
と
き
に
、頭
の
中
で
そ
ろ
ば
ん
の
玉
を
弾
き
ま
す
。で
も
、そ

の
と
き
に
指
が
動
く
と
い
う
現
象
が
見
ら
れ
ま
す
。そ
れ
に
似
た
も
の
と
し
て
、文

字
の
形
を
思
い
浮
か
べ
る
と
き
に
人
間
は
な
ぜ
か
空
中
で
文
字
を
書
く
よ
う
な
動

作
を
し
ま
す
。こ
れ
を
空
書
行
動
と
い
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
日
本
人
と
中
国
人
、中
国
か
ら
来
た
留
学
生（
台
湾
も
含
む
）を
比
較

し
ま
す
と
、ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

で
は
、英
単
語
の
課
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。「『
フ
ラ
ワ
ー
』の
ス
ペ
ル
を

口
で
言
っ
て
く
だ
さ
い
」と
言
い
ま
す
。そ
う
す
る
と
、日
本
人
は
、f-l-o-w

-e-r

と
、

な
ぜ
か
指
が
動
き
ま
す
。中
国
人
の
留
学
生
を
対
象
に
調
査
し
て
み
る
と
、空
書

の
割
合
は
日
本
人
よ
り
も
少
な
い
と
い
う
報
告
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、欧
米
人
は

あ
ま
り
空
書
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
文
献
に
は
出
て
い
ま
す
。た
だ
し
、こ
れ
は

少
し
違
う
の
で
は
な
い
か
と
先
ほ
ど
カ
イ
ザ
ー
先
生
か
ら
伺
い
ま
し
た
の
で
、実
際

は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、文
献
で
は
こ
の
よ
う
に
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、そ
の「
フ
ラ
ワ
ー
」の
ス
ペ
ル
を
後
ろ
か
ら
口
で
言
っ
て
く
だ
さ
い
と
い
う

問
題
を
出
し
ま
す
。r-e-w
-o-l-f

と
な
る
わ
け
で
す
が
、こ
れ
も
や
は
り
日
本
人
や

中
国
人
は
あ
る
程
度
の
割
合
で
空
書
を
す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
も
う
一
つ
問
題
を
出
し
て
み
ま
す
。こ
れ
は
単
語
を
完
成
さ
せ
る
も
の

で
す
。「
空
白
の
と
こ
ろ
に
ア
ル
フ
ァ
ベッ
ト
1
文
字
を
入
れ
て
単
語
を
作
っ
て
く
だ

さ
い
」と
い
う
問
題
で
す
。問
題
の
出
し
方
と
し
て
はf_ie_d

で
す
。そ
う
す
る
と
、

や
は
り
日
本
人
や
中
国
人
は
空
書
を
し
ま
す
。欧
米
人
も
空
書
を
や
や
す
る
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　

f_ie_d

　

日
本
人
や
中
国
人
は
空
書
を
す
る
、欧
米
人
は
あ
ま
り
し
な
い
よ
う
だ
と
い
う

前
提
に
基
づ
い
て
、こ
う
い
う
問
題
を
解
く
と
き
に
積
極
的
に
空
中
、ま
た
は
白
い

紙
の
上
、ま
た
は
掌
の
上
に
指
で
文
字
を
書
く
こ
と
を
意
識
し
て
行
う
グ
ル
ー
プ

と
、指
は
一
切
動
か
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
グ
ル
ー
プ
で
比
較
し
て
み
ま
す
。そ

う
す
る
と
、日
本
人
の
場
合
は
空
書
を
し
な
い
と
正
答
率
が
半
分
ぐ
ら
い
に
ガ
タ

落
ち
す
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。と
こ
ろ
が
、漢
字
文
化
圏
で
は
な
い
と
こ

ろ
か
ら
来
た
留
学
生
、欧
米
の
方
の
場
合
は
、空
書
を
し
な
い
方
が
か
え
っ
て
正
答

率
が
高
く
な
る
こ
と
が
文
献
で
は
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
ら
の
結
果
か
ら
、日

本
人
は
、漢
字
や
英
単
語
の
形
を
頭
の
中
で
イ
メ
ー
ジ
す
る
と
き
に
、カ
ラ
ダ（
身

体
）が
一
つ
の
認
知
の
単
位
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、さ
ら
に
カ
ラ
ダ
の
動
き
が

文
字
の
形
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
い
て
い
る
部
分
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

で
は
、ほ
か
に
も
例
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
ろ
い
ろ
調
べ
て
み
ま
す
と
、例
え

ば
視
力
は
悪
く
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、文
字
だ
け
が
読
め
な
く
な
る
純
粋
失
読
と

い
う
病
気
が
あ
り
ま
す
。そ
う
い
う
患
者
さ
ん
は
、文
字
の
ス
ペ
ル
を
上
か
ら
指
で

な
ぞ
っ
て
も
ら
う
と
読
め
る
よ
う
に
な
っ
て
成
績
が
非
常
に
良
く
な
る
こ
と
が
世

界
中
か
ら
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
れ
か
ら
、日
本
語
学
や
い
ろ
い
ろ
な
分
野
で
古

文
書
を
読
む
と
き
に
、崩
し
文
字
を
何
と
な
く
指
で
心
の
中
で
な
ぞ
っ
て
み
る
と
、

こ
れ
は
こ
う
い
う
字
だ
と
読
め
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

◆
文
字
を
選
ぶ

　

今
度
は
文
字
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。今
、書
く
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学
校
に
お
け
る
表
記
の
非
日
常
性

棚
橋 

尚
子（
奈
良
教
育
大
学
教
育
学
部
教
授
）

たなはし・ひさこ
奈良教育大学教育学部
教授。10年間の小・中学
校教諭経験を経て大学勤
務に。論文に、「漢字習得
におけるルビの有効性の
解明」（『国文―研究と教
育―』30号、奈良教育大
学国文学会、2007年）、
「教科に特徴的な漢字に
関する考察―他教科にお
ける漢字指導の可能性
―」（『国語科教育』67
号、全国大学国語教育学
会、2009年）ほか。

講演4
こ
と
は
、携
帯
や
パ
ソ
コ
ン
な
ど
で
ロ
ー
マ
字
や
仮
名
を
漢
字
に
変
換
し
て
そ
れ
を

選
ぶ
、「
書
く
」イ
コ
ー
ル「
選
択
す
る
」と
い
う
時
代
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
と
き
の
例
と
し
て
、「
ひ
の
き
」を
漢
字
変
換
す
る
と
、簡
単
な
漢
字「
桧
」

と
少
し
複
雑
な
形
の
漢
字「
檜
」が
出
て
き
ま
す
。あ
な
た
は
パ
ソ
コ
ン
や
携
帯
電

話
で
ど
ち
ら
の
字
を
書
き
た
い
で
す
か
、つ
ま
り
、ど
ち
ら
の
字
を
選
び
ま
す
か
と

い
う
こ
と
で
す
。そ
れ
か
ら
、「
桧
」か
ら
木
偏
を
除
い
て「
会
」の
場
合
は
ど
う
で

し
ょ
う
か
と
聞
い
て
み
ま
す
。そ
う
す
る
と
、「
会
」に
つ
い
て
は
常
用
漢
字
で
も
あ

り
ま
す
の
で
、簡
単
な
常
用
漢
字
の「
会
」を
選
択
す
る
人
が
1
0
0
人
中
99
人

以
上
い
ま
す
。複
雑
な「
會
」を
選
択
す
る
人
は
1
％
以
下
に
な
り
ま
す
。

　

で
は
、「
ひ
の
き
」は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。20
歳
代
、30
歳
代
、40
歳
代
、50
歳
代

の
人
に
選
択
し
て
も
ら
っ
た
結
果
を
見
る
と
、な
ぜ
か
若
い
世
代
の
人
た
ち
は
古
い

「
檜
」の
方
を
68
％
ぐ
ら
い
が
好
ん
で
い
て
、簡
単
な「
桧
」の
方
は
30
％
ぐ
ら
い
で

す
。で
も
、年
代
が
上
が
っ
て
い
く

と
こ
れ
が
逆
転
し
ま
す
。こ
れ
は

何
と
な
く
普
通
の
常
識
と
は
違
っ

て
い
て
、若
い
世
代
の
人
ほ
ど
簡
単

な
形
の
漢
字
を
好
む
の
か
な
と
思

う
と
、実
は
そ
う
で
も
な
か
っ
た
り

し
ま
す
。そ
れ
か
ら
、世
代
差
が

あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。こ
う

い
う
例
は
、観
觀
と
潅
灌
、亜
亞
と

壷
壺
、銭
錢
と
賎
賤
な
ど
、ほ
か
に

も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　

き
ょ
う
の
お
話
し
を
ま
と
め
ま

す
と
、ど
う
や
ら
読
み
間
違
い
に

は
心
理
的
な
要
因
が
結
構
働
い
て

い
る
よ
う
で
す
。そ
れ
か
ら
、空
書
行

動
に
つ
い
て
は
ひ
ょっ
と
す
る
と
文
化
の

違
い
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
、い
ろ
い

ろ
な
文
字
を
手
で
書
い
て
覚
え
る
こ
と

が
影
響
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
と

い
う
説
が
あ
り
ま
す
。ま
た
、先
ほ
ど
の

「
ひ
の
き
」の
字
の
形
の
選
択
に
は
世

代
差
が
あ
り
ま
し
た
。世
代
差
が
あ

る
の
は
何
か
の
社
会
的
な
要
因
が
裏

で
働
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。で

す
か
ら
、こ
と
ば
と
心
理
と
社
会
は
三

位
一
体
で
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
は
な
い
か
。文
字
の
認
知
の
単
位

は
非
常
に
細
か
な
単
位
も
あ
り
ま
す

が
、非
常
に
大
き
な
単
位
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

最
後
に
空
中
に
字
を
書
く
ア
ー
ト
を
な
さ
っ
て
い
る
方
を
紹
介
し
ま
す
。空
書

ア
ー
ト
で
す
。ニュ
ー
ヨ
ー
ク
在
住
の
丸
山
晋
一
さ
ん
と
い
う
方
は
筆
を
使
っ
て
空
中

に
字
を
書
い
て
い
ま
す
。丸
山
さ
ん
が
字
を
書
い
て
い
る
姿
は
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

紹
介
記
事
な
ど
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、字
に
つ
い
て
は
ア
ー
ト
の
側
面
も
あ
り
、情
報
伝
達
の
側
面
も
あ

り
、文
化
の
側
面
も
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
よ
う
な
お
話
で
し
た
。

表1 「桧—檜」どちらを好むか？（■：桧 ■：檜）

図3 文字の認知単位
読みまちがい→心理的要因
空書行動、文字選択の年齢差→社会的要因
＊言語と社会と心理の3者関係は分離不能。


