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仕
事
や
社
会
へ
の
理
解
を
深
め

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
キ
ャ
リ
ア

デ
ザ
イ
ン
講
演
会
の
1
回
目
は
、漫

才
コ
ン
ビ
、パ
ッ
ク
ン
マ
ッ
ク
ン
を
迎

え
、会
場
を
笑
い
の
渦
に
包
み
込
み

ま
し
た
。

　

お
二
人
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

で
大
切
に
し
て
い
る
の
は
、「
あ
い

さ
つ
」と「
話
を
よ
く
聞
く
こ
と
」。

特
に
初
対
面
の
相
手
と
は
、自
分
の

こ
と
を
話
す
の
で
は
な
く
相
手
に

質
問
を
す
る
こ
と
が
、相
手
と
話
を

進
め
る
コ
ツ
で
あ
る
と
具
体
的
に

説
明
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

パ
ッ
ク
ン
さ
ん
は
来
日
後
2
年

で
日
本
語
検
定
1
級
を
取
得
し
た

ほ
ど
の
日
本
語
の
達
人
で
す
が
、コ

ン
ビ
結
成
当
初
は
日
本
の
漫
才

テ
ク
ニ
ッ
ク
で
あ
る
「
ツ
ッ
コ
ミ
」

を
理
解
で
き
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

「
マ
ッ
ク
ン
に
ツ
ッ
コ
ミ
で
叩
か
れ

る
と
、カ
ッ
と
な
り
ま
し
た
」「
げ
ん

こ
つ
で
殴
り
返
し
て
来
た
こ
と
も

あ
っ
た
ね
」と
、マ
ッ
ク
ン
さ
ん
は
苦

笑
い
。体
当
た
り
の
異
文
化
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し
て
絆
を
深

め
て
き
た
二
人
の
お
話
は
、生
き
た

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
レ
ッ
ス
ン

と
し
て
学
生
た
ち
に
し
っ
か
り
と

届
い
た
よ
う
で
す
。

　

文
部
科
学
省
に
よ
る
現
代
的
教

育
ニ
ー
ズ
取
組
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
選
定
さ
れ
た
全
学
英
語
教
育
プ

ロ
グ
ラ
ム
Ａ
Ｓ　

Ｍ
Ａ
Ｐ
の
特
別
講

演
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

講
師
の
土
取
利
行
さ
ん
は
、世
界

的
に
有
名
な
イ
ギ
リ
ス
出
身
の
演

出
家
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ル
ッ
ク
の
演
劇

活
動
に
お
い
て
、音
楽
監
督
・
演
奏

家
と
し
て
活
躍
す
る
国
際
的
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
で
す
。ま
た
、古
代
の
音

楽
に
つ
い
て
の
著
書
や
Ｃ
Ｄ
な
ど
が

多
数
あ
る「
縄
文
の
音
楽
」の
研
究

家
で
も
あ
り
ま
す
。

　

今
回
は
、国
籍
の
違
う
俳
優
や

ス
タ
ッ
フ
と
の
仕
事
の
経
験
か
ら
、

文
化
的
背
景
の
異
な
る
人
た
ち
と

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
取
り
方
、

固
定
観
念
に
と
ら
わ
れ
ず
違
い
の

本
質
を
知
る
こ
と
の
重
要
性
、違
っ

た
文
化
を
吸
収
し
な
が
ら
新
し
い

も
の
を
創
作
し
て
い
く
可
能
性
な

ど
に
つ
い
て
ご
講
演
頂
き
ま
し
た
。

特
に
、「
人
間
対
パ
ソ
コ
ン
な
ど
の

機
械
」の
時
代
に
お
い
て
、「
人
間

対
人
間
」と
い
う
一
方
通
行
で
は
な

い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
重
要
で

あ
る
と
い
う
具
体
的
な
体
験
談
を

交
え
た
お
話
に
、学
生
た
ち
は
大
い

に
刺
激
を
受
け
ま
し
た
。

　

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
代
表
す
る
女

性
詩
人
の
ニ
ー
・
ゴ
ー
ノ
ル
氏
は
、

ゲ
ー
ル
タ
ハ
ト（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語

を
日
常
的
に
使
用
す
る
地
域
）で

育
ち
、１
９
６
９
年
に
国
立
コ
ー
ク

大
学
に
入
学
し
て
英
文
学
と
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
語
を
専
攻
。こ
れ
ま
で
に

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
詩
集
４
冊
の
他
、

『
フ
ァ
ラ
オ
の
娘
』（
１
９
９
０
年
）

な
ど
２
カ
国
語
詩
集
4
冊
を
発
表
、

多
く
の
言
語
に
翻
訳
さ
れ
、現
代
最

高
の
詩
人
と
し
て
２
０
０
２
年
か

ら
3
年
間
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
国
立
3

大
学
の「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
詩
教
授
」

を
務
め
ま
し
た
。 

　

講
演
は
、長
い
歴
史
を
持
ち
神
話

や
民
話
の
宝
庫
と
し
て
も
知
ら
れ

る
ゲ
ー
ル
語（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
）

文
学
の
伝
統
に
つ
い
て
、ま
た
自
身

の
詩
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
、

ど
の
よ
う
に
伝
統
を
書
き
改
め
て

い
る
か
を
、ニ
ー・ゴ
ー
ノ
ル
氏
は
熱

心
に
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、彼
女
の
詩
が
い
か
に
世

界
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
に
イ
ン
ス

ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え
る
か
の
一
例

と
し
て
、本
学
文
学
部
教
授　

大

野
光
子
翻
訳・二
宮
玲
子
作
曲
の
組

曲「
イ
ム
ラ
ム
／
航
海
譚
」の
ミ
ニ・

コ
ン
サ
ー
ト
も
披
露
さ
れ
、原
語
を

交
え
た
朗
読・音
楽・ダ
ン
ス
の
コ
ラ

ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
聴
衆
は
堪
能
し

ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
文
献
資
料
の
分
析
に

重
き
を
置
い
て
き
た
歴
史
学
に
一

石
を
投
じ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ

る「V
isualizing C

ultures
」

に
つ
い
て
お
話
し
を
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、

ピ
ュ
ー
リ
ッ
ツ
ァ
ー
賞
を
受
賞
し
た

ダ
ワ
ー
教
授
や
今
回
お
招
き
し
た

宮
川
先
生
を
中
心
に
２
０
０
２
年

よ
り
Ｍ
Ｉ
Ｔ
で
は
じ
ま
っ
て
お
り
、

歴
史
的
に
貴
重
な
絵
画
や
写
真
か

ら
歴
史
や
文
化
を
分
析
す
る
と
い

う
興
味
深
い
も
の
で
す
。

　

今
回
の
講
演
で
は
、黒
船
来
航
時

の
日
本
の
反
応
、開
国
後
、明
治
新

政
府
の
も
と
で
脱
亜
入
欧
を
目
指

す
日
本
の
様
子
な
ど
を
様
々
な
絵

画
を
使
っ
て
紹
介
し
た
り
、資
生
堂

の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
映
像
を
通
じ
て
銀

座
の
発
達
を
知
る
こ
と
が
出
来
る

と
い
っ
た
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。文

字
で
は
伝
わ
り
に
く
い
日
本
人
の

深
層
心
理
が
、視
覚
を
通
し
て
見

る
と
こ
う
も
は
っ
き
り
分
か
る
の

か
と
い
う
驚
き
で
会
場
が
包
ま
れ

ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、当
時
の
ア
メ
リ
カ
人
の

描
い
た
絵
が
日
本
人
の
イ
メ
ー
ジ

と
し
て
今
な
お
生
き
続
け
て
い
る

と
い
う
お
話
が
あ
り
、改
め
て
映
像

の
訴
え
る
力
の
強
さ
を
感
じ
ま
し

た
。

● AS MAP  Meet the Famous 
　「多文化と洗練」
●音楽監督・演奏家　土取利行氏
●６／２５　星が丘キャンパス
●６／２６　長久手キャンパス

●第1回キャリアデザイン講演会
　「夢を叶えるコミュニケーション」
●パックンマックン
　＜パックン（パトリック・ハーラン氏）・
　　マックン（吉田眞氏）＞
●5／19　星が丘キャンパス

● AS MAP 特別講演会 
　「アイルランドのゲール語文学と
　  アイルランド語詩人であること」
●詩人　ヌーラ・ニー・ゴーノル氏
● 5 ／２0・21　長久手キャンパス

●文学部英文学科企画運営　
　第 2 回文学部講演会
　 「Visualizing Cultures: 
　　視覚を通してみた歴史」
●マサチューセッツ工科大学教授
　宮川繁氏
● 6 ／ 17　長久手キャンパス

ミニ・コンサート

ニー・ゴーノル氏
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心
理
学
に
お
け
る
3
領
域
─
認

知
心
理
学
、発
達
心
理
学
、臨
床
心

理
学
と
い
う
異
な
る
視
点
か
ら
、性

差
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
ど
の
よ
う
に
理

解
さ
れ
関
連
し
て
い
る
の
か
を
、各

講
師
か
ら
研
究
成
果
を
交
え
つ
つ

説
明
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

◎
第
１
回

　
「
脳
の
働
き
か
ら
み
た
男
と
女
」

　

外
見
上
異
な
る
男
性
と
女
性
は
、

言
語
や
記
憶
、注
意
な
ど
の
知
的
な

働
き
に
お
い
て
も
差
異
が
あ
り
ま

す
。認
知
心
理
学
、脳
神
経
科
学
の

視
点
か
ら
心
の
働
き
の
性
差
に
つ

い
て
、最
新
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え

つ
つ
、明
解
で
分
か
り
や
す
く
お
話

い
た
だ
き
ま
し
た
。学
部
生
を
始

め
大
学
院
生
、一
般
の
方
な
ど
多
数

の
出
席
が
あ
り
盛
会
裏
に
終
了
し

ま
し
た
。

◎
第
２
回

　
「
社
会
性
の
発
達
と
性
差
」

　

郷
式
先
生
か
ら
は
発
達
心
理
学

の
領
域
か
ら
、対
人
的
な
関
係
性
に

対
す
る
興
味
や
社
会
性
の
男
女
差

に
つ
い
て
自
閉
症
研
究
の
心
の
理

論
を
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
。ま
た
、

埋
没
図
形
テ
ス
ト
、共
感
指
数（
Ｅ

Ｑ
）、シ
ス
テ
ム
化
指
数（
Ｓ
Ｑ
）な

ど
の
質
問
紙
法
に
よ
る
自
己
評
価

の
体
験
学
習
を
活
用
さ
れ
、聴
講

者
自
身
の
男
女
の
性
差
と
人
格
傾

向
に
つ
い
て
も
具
体
的
に
お
話
さ

れ
ま
し
た
。出
席
し
た
多
く
の
学

生
か
ら
は
、自
分
の
社
会
的
性
差
と

自
分
の
タ
イ
プ
を
知
り
理
解
を
深

め
、職
業
選
択
に
も
役
立
て
た
い
と

の
感
想
文
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

◎
第
３
回
「
思
春
期
と
青
年
期

に
お
け
る
自
己
同
一
性
と
ジ
ェ
ン

ダ
ー
を
め
ぐ
る
葛
藤
と
成
長
」

　

個
人
心
理
療
法
、心
理
査
定
法
、

家
族
療
法
の
観
点
か
ら
、思
春
期
の

不
登
校
や
家
庭
内
暴
力
、自
傷
行

動
化
な
ど
の
問
題
行
動
を
示
す
男

女
の
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
た
ち
の
自
己

同
一
性
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
葛
藤
と

成
長
に
つ
い
て
架
空
例
を
ま
じ
え

て
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。ま
た
、青

年
期
で
引
き
こ
も
り
や
留
年
、摂

食
障
害
な
ど
の
問
題
行
動
を
示
す

男
女
の
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
た
ち
の
自

我
同
一
性
の
拡
散
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の

葛
藤
と
成
長
に
つ
い
て
の
説
明
が

あ
り
ま
し
た
。

　

身
体
的
な
性
別
と
性
の
自
己

意
識
と
の
不
一
致
か
ら
起
こ
る

Ｇ
Ｉ
Ｄ（G

e
n

d
e

r Id
e

n
tity 

D
isorder

・
性
同
一
性
障
が
い
）を

い
か
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の
か
を

メ
イ
ン
テ
ー
マ
と
し
た
研
修
会（
主

催
・
人
権
擁
護
委
員
会
）が
開
催
さ

れ
、約
70
名
の
教
職
員
の
参
加
が
あ

り
ま
し
た
。

　

古
橋
先
生
の
講
演
は
、そ
の
大
半

が
Ｇ
Ｉ
Ｄ
の
概
念
形
成
お
よ
び
そ

れ
を
と
り
ま
く
今
日
的
な
文
脈
に

つ
い
て
の
も
の
で
し
た
が
、こ
れ
は
、

Ｇ
Ｉ
Ｄ
が「
医
学
」と
い
う
特
定
の

領
域
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

は
な
く
、あ
く
ま
で
歴
史
的
・
社
会

的
な
問
題
系
と
し
て
存
在
し
て
い

る
こ
と
、す
な
わ
ち
私
た
ち
自
身
の

問
題
で
も
あ
る
こ
と
を
参
加
者
の

胸
に
強
く
印
象
づ
け
る
も
の
で
し

た
。

　
「
他
領
域
と
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
が
い
ま
こ
そ
必
要
」と
い
う
古
橋

先
生
の
呼
び
か
け
に
、参
加
者
の
側

か
ら
も
多
く
の
質
疑
が
提
出
さ
れ
、

熱
心
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。

「
と
も
に
生
き
る
」と
は
ど
う
い
う

こ
と
な
の
か
、そ
の
困
難
と
大
切
さ

を
再
認
識
さ
せ
る
、た
い
へ
ん
有
意

義
な
９０
分
間
で
し
た
。

　

講
師
の
河
添
先
生
は
、日
本
古

典
文
学
が
ご
専
門
で
、特
に『
源
氏

物
語
』を
中
心
と
し
た
ご
研
究
で

大
変
す
ぐ
れ
た
業
績
を
あ
げ
て
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。最
近
で
は
、ご
著

書『
光
源
氏
が
愛
し
た
王
朝
ブ
ラ
ン

ド
品
』（
角
川
選
書
）を
は
じ
め
と

し
て
、一
般
に
向
け
て
学
問
を
発
信

す
る
面
で
も
ご
活
躍
に
な
っ
て
い

ま
す
。

　

今
回
は
、『
源
氏
物
語
』に
登
場

す
る
舶
来
ブ
ラ
ン
ド
品
を
手
が
か

り
に
、「
国
風
文
化
」の
時
代
に
お

け
る
東
ア
ジ
ア
世
界
と
の
交
流
を

と
ら
え
な
お
し
た
最
新
の
ご
研
究

の
一
端
を
、パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
の
ス

ラ
イ
ド
を
ま
じ
え
て
わ
か
り
や
す

く
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。遣
唐

使
の
廃
止
に
よ
り
国
風
文
化
が
発

達
し
た
、と
い
う
従
来
の
考
え
方
を

く
つ
が
え
す
よ
う
な
、大
変
興
味
深

い
お
話
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

　

高
名
な
先
生
を
お
招
き
し
た
と

あ
っ
て
、外
部
の
方
も
い
ら
し
て
会

場
は
ほ
ぼ
満
席
で
し
た
。「
源
氏
物

語
千
年
紀
」
に
ふ
さ
わ
し
い
講
演

会
と
な
り
ま
し
た
。

　

醍
醐
氏
は
、会
計
学
と
り
わ
け

公
会
計
の
分
野
の
研
究
に
お
い
て

確
固
た
る
地
歩
を
占
め
て
こ
ら
れ

ま
し
た
。今
回
の
講
演
会
に
お
い
て

は
、特
別
会
計
の
領
域
を
市
場
と

国
家
の
視
点
に
基
づ
い
て
分
析
、そ

れ
に
よ
っ
て
現
在
の
社
会
保
障
制

度
問
題
を
浮
き
彫
り
に
し
、そ
の
制

度
の
特
徴
や
機
能
を
包
括
的
に
示

し
な
が
ら
、と
り
わ
け
財
源
問
題
の

認
識
の
重
要
性
に
つ
い
て
お
話
を

さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
議
論
の
な
か
で
氏
が

採
用
し
た
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、保
険
制

度
を
め
ぐ
る
合
成
の
誤
謬
と
介
護

を
め
ぐ
る
合
成
の
誤
謬
で
あ
り
ま

す
。か
い
つ
ま
ん
で
い
え
ば
、非
正

規
雇
用
の
拡
大
に
伴
う
企
業
の
保

険
料
負
担
の
節
約
が
長
期
的
に
社

会
保
障
費
の
増
加
に
な
る
こ
と
や

療
養
病
床
の
削
減
が
就
労
断
念
者

の
増
加
に
つ
な
が
る
こ
と
な
ど
を

指
摘
し
、財
源
確
保
の
手
段
は
埋

蔵
金
の
取
り
崩
し
に
よ
る
増
収
策

が
妥
当
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
り

ま
す
。

　

こ
の
合
理
性
の
側
面
と
不
合
理

性
の
側
面
を
論
理
的・統
計
的
に
結

び
つ
け
な
が
ら
帰
結
を
も
た
ら
す

と
い
う
論
調
は
、聞
く
も
の
の
心
を

捉
え
る
と
こ
ろ
と
な
り
学
生
も
興

味
深
く
ま
じ
め
に
拝
聴
し
て
い
ま

し
た
。

●ジェンダー・女性学研究所主催
　「心理学とジェンダー」連続講座

◎第１回「脳の働きからみた男と女」
　本学コミュニケーション心理学科教授
　吉崎一人氏
●６／ 19　長久手キャンパス

◎第２回「社会性の発達と性差」
　静岡大学教育学部准教授
　郷式徹氏
●７／２　長久手キャンパス

◎第３回「思春期と青年期における
　自己同一性とジェンダーをめぐる
　葛藤と成長」
　本学コミュニケーション心理学科教授
　米倉五郎氏
●７／ 16　長久手キャンパス

●人権擁護委員会主催
　「性同一性障がいの理解と対応について」
●名古屋大学大学院精神健康医学／
　名古屋大学学生相談総合センター
　古橋忠晃氏
●７／２9　星が丘キャンパス

●文学部国文学科企画・
　国文学会運営
　第３回文学部講演会
　「源氏物語と舶来ブランド品」
●東京学芸大学教授
　河添房江氏
● 7 ／ 8　長久手キャンパス

●ビジネス学部講演会
　「特別会計の埋蔵金の解剖
　―社会保障財源は増税なき増収で―」
●東京大学大学院経済学研究科教授
　醍醐聰氏
● 7 ／ 2　長久手キャンパス

第3回　米倉五郎氏 第2回　郷式徹氏 第1回　吉崎一人氏

第2回の様子


