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く
て
は
仕
事
が
出
来
ま
せ
ん
。
世
間
で
は
、

母
親
が
家
事
育
児
を
や
る
の
は
当
た
り
前
。

父
親
は
頼
ま
れ
た
り
指
示
さ
れ
た
り
し
て
手

伝
い
、
や
る
と
「
あ
り
が
と
う
」
と
言
わ
れ

る
風
潮
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
構
造
を
変
え
な

け
れ
ば
、
女
性
…
…
そ
し
て
、
恐
ら
く
男
性

も
生
き
難
い
。
自
分
自
身
が
親
業
と
職
業
を

両
立
す
る
た
め
に
も
、
ま
ず
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問

題
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い

う
と
こ
ろ
で
す
。

│
ど
の
よ
う
な
研
究
を
？

3
歳
に
な
る
我
が
子
を
通
し
て
、
人
間
の

ジ
ェ
ン
ダ
ー
意
識
は
い
つ
頃
か
ら
芽
生
え
る

の
か
を
会
話
や
実
験
課
題
で
調
べ
て
い
ま

す
。
実
験
で
は
、
息
子
の
成
長
に
応
じ
て
、

大
き
さ
の
異
な
る
3
つ
の
靴
の
イ
ラ
ス
ト
を

印
刷
し
た
カ
ー
ド
を
見
せ
、
誰
の
も
の
か
尋

ね
ま
す
。
う
ち
は
3
人
家
族
で
、
大
き
い
靴

は
お
父
ち
ゃ
ん
の
、
中
く
ら
い
の
靴
は
私（
お

母
ち
ゃ
ん
）の
、
小
さ
い
靴
は
息
子
の
も
の
。

こ
れ
は
2
歳
の
時
点
で
き
ち
ん
と
認
識
し
て

い
ま
し
た
。
で
は
色
を
着
け
る
と
ど
う
な
る

で
し
ょ
う
？
大
き
い
靴
を
青
、
中
く
ら
い
の

靴
を
ピ
ン
ク
に
す
れ
ば
即
答
し
や
す
い
で
す

が
、
大
き
い
靴
を
ピ
ン
ク
に
す
る
と
、
大
き

さ
で
判
断
す
る
の
か
、
色
に
引
っ
張
ら
れ
る

の
か
？
答
え
る
際
に
一
瞬
逡
巡
す
る
様
子
な

ど
、
微
妙
な
差
異
も
見
て
い
き
ま
す
。
3
歳

の
時
点
で
は
、
大
き
い
ピ
ン
ク
の
靴
を
「
お

母
ち
ゃ
ん
の
」
と
言
う
こ
と
は
ほ
ぼ
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
う
ち
は
夫
も
ピ
ン
ク
の
シ
ャ

ツ
を
着
る
こ
と
が
あ
る
し
、「
男
の
子
だ
か

ら
、
女
の
子
だ
か
ら
」
と
言
わ
な
い
よ
う
に

し
て
い
る
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

日
本
で
は
、男
の
子
に
は
ブ
ル
ー
系
、女
の

子
に
は
ピ
ン
ク
系
と
い
う
色
分
け
を
す
る
こ

と
が
一
般
的
で
、
保
育
園
等
で
も
男
の
子
に

は
青
い
ラ
ベ
ル
、
女
の
子
に
は
赤
い
ラ
ベ
ル

が
貼
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
男

の
子
が
い
わ
ゆ
る
可
愛
い
服
装
を
し
て
い
る

と
、
大
人
か
ら
悪
気
な
く
「
今
日
は
女
の
子

み
た
い
ね
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

5
歳
前
後
で
「
ピ
ン
ク
は
女
の
子
の
色
だ
か

ら
着
な
い
」
と
言
う
よ
う
に
な
る
と
の
話
も

よ
く
耳
に
す
る
た
め
、
い
ず
れ
は
複
数
の
子

ど
も
を
対
象
に
調
査
し
て
い
く
予
定
で
す
。

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
最
近
、
子
ど
も
の
記

憶
確
信
の
正
確
さ
に
関
す
る
研
究
を
し
た
大

学
院
の
ゼ
ミ
生
も
お
り
、
そ
の
成
果
も
役
立

つ
の
で
は
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

■
男
女
を
区
別
し
な
い
環
境
を
育
む

│
現
在
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
意
識
の
研
究
を
さ

れ
て
い
る
と
伺
い
ま
し
た
。
き
っ
か
け
は
？

き
っ
か
け
は
、
私
自
身
の
出
産
で
す
。
夫

婦
ふ
た
り
の
時
は
、
夫
の
家
事
分
担
率
が
低

く
て
も
そ
ん
な
に
不
都
合
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
が
、
子
ど
も
が
で
き
る
と
分
担
し
な

│
環
境
に
よ
っ
て
、
徐
々
に
男
女
を
分
け

る
意
識
が
生
じ
て
く
る
と
？

さ
ら
に
小
学
校
へ
上
が
る
と
、
算
数
は
男

の
子
の
方
が
、
家
庭
科
は
女
の
子
の
方
が
得

意
と
い
う
雰
囲
気
が
出
来
て
き
ま
す
。
で
す

が
、
プ
ロ
の
料
理
人
に
は
男
性
が
多
い
こ
と

か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
れ
は
違
い
ま

す
よ
ね
。
教
育
現
場
で
は
先
生
方
も
様
々
な

研
修
を
受
け
、
非
常
に
忙
し
い
こ
と
は
周
知

の
通
り
で
す
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関
し
て
は

不
勉
強
な
先
生
が
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で

す
。
そ
も
そ
も
家
庭
科
が
男
女
共
修
に
な
っ

た
こ
と
自
体
そ
れ
ほ
ど
昔
の
話
で
は
な
く
、

教
育
者
の
多
く
は
自
身
も
「
男
女
に
は
生
得

的
に
違
い
が
あ
っ
て
当
た
り
前
」
と
し
て

育
っ
て
き
て
い
ま
す
。
学
校
は
「
男
女
平
等

の
教
育
を
」
と
機
会
均
等
を
与
え
る
立
場
に

あ
り
な
が
ら
、
男
女
差
別
を
生
み
出
す
機
関

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
な
か
な
か
変
わ

り
に
く
い
状
況
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

子どものジェンダーステレオタイプの実験の様子

■
認
知
心
理
学
的
な
知
見
を
踏
ま
え
、

　

社
会
問
題
に
取
り
組
む

│
ご
専
門
の
認
知
心
理
学
と
は
？

社
会
心
理
学
や
臨
床
心
理
学
な
ど
、
様
々

な
心
理
学
の
基
礎
と
な
る
学
問
で
、
記
憶
や

注
意
、
思
考
な
ど
、
人
の
認
知
機
能
の
仕
組

み
を
研
究
し
ま
す
。

私
は
も
と
も
と
社
会
問
題
に
関
心
が
あ
り
、

冤
罪
に
興
味
を
持
っ
た
こ
と
か
ら
認
知
心
理

学
の
道
へ
進
み
ま
し
た
。
な
ぜ
冤
罪
が
起
こ

る
の
か
を
解
明
す
る
た
め
に
は
人
間
の
記
憶

の
仕
組
み
を
知
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
知
識

を
得
た
上
で
、
ど
の
よ
う
に
社
会
を
変
え
ら

れ
る
の
か
考
え
た
か
っ
た
の
で
す
。

│
冤
罪
の
研
究
か
ら
見
え
て
き
た
こ
と
は
？

人
の
記
憶
は
過
去
の
経
験
や
知
識
に
基
づ

い
て
変
容
す
る
も
の
で
あ
り
、
思
っ
て
い
る

よ
り
も
不
正
確
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま

し
た
。
目
撃
者
の
確
信
の
強
さ
と
目
撃
記
憶

の
正
確
さ
に
は
関
連
が
な
い
、
あ
っ
て
も
ご

く
弱
い
こ
と
を
示
し
た
研
究
報
告
は
数
多
く

あ
り
、
目
撃
者
が
ど
ん
な
に
確
信
を
も
っ
て

証
言
し
て
い
る
内
容
で
も
、
そ
れ
だ
け
で
は

証
拠
と
し
て
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
で
も
裁
判
員
制
度
が
開
始
さ
れ
、
一

般
人
も
刑
事
裁
判
に
参
加
し
て
被
告
人
を
裁

く
立
場
に
置
か
れ
る
可
能
性
が
出
て
き
ま
し

た
。
私
の
役
割
は
、
記
憶
の
曖
昧
さ
を
デ
ー

タ
に
基
づ
い
て
学
生
に
伝
え
、
講
演
会
等
を

通
し
て
社
会
に
も
発
信
し
て
い
く
こ
と
。
記

憶
の
変
容
を
皆
が
認
知
し
、
証
言
の
信
憑
性

を
確
か
め
ら
れ
る
記
録
を
残
し
て
い
け
ば
、

冤
罪
を
生
む
可
能
性
を
減
ら
す
こ
と
が
出
来

人々の意識を変える方法を考え、
皆が生きやすい社会を目指す
◉社会問題の解決に向けた認知心理学的アプローチ
●人間科学部 心理・行動科学科

矢野 円郁 准教授─ YANO Madoka

男女の不平等をなくすにはどうしたらいいのか？
冤罪をなくすには？ 事故を引き起こす前に危険な行動を止め
られるようにするには？
私達を取り巻くあらゆる社会問題を解決するには、人々の意
識改革が必要となってくる。「現状を全て肯定するのではなく、
まず疑問を持つことが大切です」。人間の思考や記憶のくせ、
判断のバイアスなどに関する認知心理学的研究の知見を踏ま
え、問題の根本がどこにあるのかを見極め、原因を解明し、改
善していくための方法を模索する矢野円郁先生に話を聞いた。
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│
そ
れ
で
、
論
文
『
小
学
校
教
諭
に
お
け

る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
意
識
と
教
科
学
習
能
力
の
性

差
に
対
す
る
認
識
の
関
係
│
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
再
生
産
防
止
の
た
め
に

│
』
を
発
表
さ
れ
た
の
で
す
ね
。
ど
の
よ
う

な
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
か
？

 

こ
の
研
究
で
は
、小
学
校
の
先
生
が
ど
の
よ

う
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
を
持
っ
て
子
ど
も
達
に

接
し
て
い
る
の
か
、
各
教
科
の
能
力
に
対
し

て
性
差
を
感
じ
て
い
る
の
か
を
調
査
し
ま
し

た
。そ
の
結
果
、小
学
校
の
先
生
は
、一
般
の

人
よ
り
は
性
別
の
特
性
を
信
じ
て
は
い
な
い

も
の
の
、
未
だ
に
強
く
信
じ
て
い
る
人
も
少

な
く
な
い
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
相
関
分

析
に
お
い
て
は
、
性
別
特
性
観
が
強
い
先
生

ほ
ど
、
教
科
の
能
力
に
対
す
る
性
差
を
大
き

く
認
識
し
て
い
ま
し
た
。一
方
で
、同
じ
生
徒

を
観
察
し
て
い
て
も
、
性
別
特
性
観
が
弱
い

先
生
は
、
す
べ
て
の
教
科
に
対
し
て
男
女
で

違
い
が
な
い
と
回
答
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

性
差
が
あ
る
と
信
じ
る
人
に
は
性
差
が
「
見

え
」、信
じ
て
い
な
い
人
に
は
「
見
え
な
い
」。

少
し
で
も
性
差
が
あ
る
と
思
う
と
、
人
は
無

意
識
に
そ
れ
を
実
現
す
る
方
向
に
働
き
か
け
、

自
己
成
就
し
て
し
ま
い
ま
す
。そ
の
た
め
、教

育
者
は
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー

観
を
持
た
な
い
こ
と
が
必
要
と
言
え
ま
す
。

│
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
持
た

な
い
た
め
に
、
気
を
つ
け
る
べ
き
こ
と
と
は
？

 

大
切
な
の
は
、
極
力
、
性
別
カ
テ
ゴ
リ
ー

を
使
用
し
な
い
こ
と
で
す
。
身
体
測
定
な
ど

は
男
女
で
分
け
る
こ
と
も
必
要
で
し
ょ
う
け

れ
ど
、
実
は
、
殆
ど
の
こ
と
は
区
別
し
な
く

て
も
困
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

 

こ
れ
は
学
生
に
も
言
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

「
男
の
子
は
青
、
女
の
子
は
赤
」
な
ど
の
当
た

り
前
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
疑
っ
て
欲
し
い

の
で
す
。
男
女
格
差
が
少
な
い
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
で
は
ト
イ
レ
す
ら
区
別
し
て
い
な
い
そ
う

で
す
。
な
る
べ
く
幼
少
期
か
ら
区
別
し
な
い

環
境
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
区
別
し
な
い

こ
と
が
「
当
た
り
前
」
と
な
り
、
違
い
を
意

識
す
る
こ
と
が
減
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
意

識
的
に
変
え
る
努
力
を
し
な
け
れ
ば
、「
当
た

り
前
」
は
変
え
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
。

■
児
童
の
認
知
発
達
に
即
し
た
教
育
で
、

　

自
転
車
事
故
を
未
然
に
防
ぐ

│
そ
の
ほ
か
、昨
年
８
月
に
は
尼
崎
市
で
開

催
さ
れ
た
『
自
転
車
の
ま
ち
づ
く
り
フ
ォ
ー
ラ

ム
』
で
講
演
す
る
な
ど
、
交
通
事
故
防
止
の

た
め
の
活
動
も
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

 

交
通
安
全
教
育
へ
の
取
り
組
み
は
、
応
用

心
理
学
分
野
の
助
教
を
し
て
い
た
際
に
上
司

だ
っ
た
教
授
が
携
わ
っ
て
お
り
、
私
も
関
わ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
自
転
車
の
運
転
は

免
許
を
要
せ
ず
、
正
し
い
乗
り
方
を
学
習
す

る
機
会
も
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
大
人
に

な
っ
て
か
ら
乗
り
方
の
く
せ
を
直
す
の
は
難

し
く
、
事
故
防
止
に
は
子
ど
も
の
う
ち
か
ら

学
校
教
育
の
中
で
安
全
な
乗
り
方
を
習
慣
づ

け
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
そ
こ
で
認
知
心
理

学
分
野
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
自
転

車
が
自
動
車
の
運
転
手
か
ら
は
ど
う
見
え
て

い
る
の
か
等
、
他
者
視
点
を
取
得
し
て
危
険

の
認
識
を
高
め
る
実
習
を
行
っ
た
り
、
そ
う

し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
学
校
教
育
に
取
り
入

れ
て
い
く
た
め
の
構
造
を
検
討
し
た
り
し
て

い
ま
す
。

│
今
後
の
展
望
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

 

小
さ
な
事
で
は
、
息
子
を〝
妻
を
困
ら
せ
な

い
男
〞、〝
自
分
の
お
し
り
を
自
分
で
拭
け
る

人
間
〞に
育
て
た
い
で
す
。
女
性
自
身
が〝
女

性
を
生
き
難
く
さ
せ
る
人
間
〞を
作
る
と
い
う

悪
循
環
に
歯
止
め
を
か
け
た
い
。そ
し
て
、女

子
教
育
に
あ
た
る
立
場
と
し
て
は
、女
子
達
が

も
っ
と
「
自
信
を
も
っ
て
」「
ス
テ
レ
オ
タ
イ

プ
に
縛
ら
れ
ず
」「
自
由
に
」
生
き
て
い
け
る

よ
う
励
ま
し
て
い
き
た
い
で
す
。「
仕
事
は
し

た
い
け
れ
ど
、
家
事
育
児
と
の
両
立
は
自
分

に
は
無
理
だ
と
思
う
か
ら
専
業
主
婦
に
な
り

た
い
」
と
い
う
学
生
が
い
ま
す
。そ
れ
に
つ
け

て
も
、
家
事
育
児
分
担
率
の
男
女
平
等
化
を

進
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
に
は
や
は
り

「
区
別
し
な
い
こ
と
」「
当
た
り
前
を
疑
う
こ
と
」

が
大
切
で
す
。
最
近
は
脳
科
学
に
よ
る
ジ
ェ

ン
ダ
ー
研
究
も
進
み
、
男
女
の
脳
は
違
う
た

め
、
特
性
も
異
な
る
と
い
う
意
見
も
見
ら
れ

ま
す
。け
れ
ど
、環
境
に
応
じ
て
脳
も
変
化
し

う
る
の
で
、
相
関
が
見
ら
れ
た
と
し
て
も
直

接
的
な
因
果
関
係
は
言
え
ま
せ
ん
。
違
う
か

ら
仕
方
な
い
で
済
ま
せ
る
の
で
は
な
く
、
ど

の
よ
う
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
意
識
が
作
ら
れ
て
い

く
の
か
メ
カ
ニ
ズ
ム
的
な
レ
ベ
ル
で
研
究
を

進
め
、
皆
が
生
き
や
す
い
社
会
に
す
る
た
め

に
、
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
意
識
を
変

え
て
い
け
ば
よ
い
の
か
、
デ
ー
タ
を
踏
ま
え

て
提
案
し
て
い
き
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