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特集　高校での哲学教育　

　　　大人たち、高校生に「出会う」



2

臨床哲学のメチエ

特集　高校での哲学教育

おとなたち、
こーこーせいに
「出会う」
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おとなたち、
こーこーせいに
「出会う」
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ひとと出会う哲学――開講までの経緯について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三浦隆宏
１．きっかけ
　たとえば大阪大学と高大連携を組む北野高校や、あるいは豊中キャンパス周辺の高校であ
るならば、話はわかりやすい。だが、なぜ、茨木市の北西部に位置する福井高校で、臨床哲
学研究室のメンバーが「哲学」の授業をすることになったのだろうか？多くのひとがこのよ
うな疑問を持たれることと思う。それゆえ、福井高校と臨床哲学研究室との〈出会い〉につ
いて述べておくことからはじめることにしよう。
　きっかけは３年前にさかのぼる。――当時、３年目を迎えていた金曜６限目のセミナー

「臨床哲学講義床哲学講義・・演習」演習」では、では、過去２年間の共同での議論過去２年間の共同での議論（（そそここでではは主主にに、、「「ケケアア」」やや

「「現現場場性性」」という概念についての検討、という概念についての検討、および看護および看護･･教育関係者と大学内部の教官教育関係者と大学内部の教官･･院院

生とのあいだでの生とのあいだでの「「ここととばばののすすりり合合わわせせ」」がおこなわれていた）がおこなわれていた）をへて、をへて、より個々のより個々の

場面に即したかたちでの取り組みをしてゆきたいという気運がメンバーのなかに高ま場面に即したかたちでの取り組みをしてゆきたいという気運がメンバーのなかに高ま

りつつあった。りつつあった。そこでこの年そこでこの年（（20002000年４月）年４月）から、から、メンバー全員が一堂に会するメンバー全員が一堂に会する「「全全

体会」体会」と、と、いくつかの小グループごとに継続して議論をおこなういくつかの小グループごとに継続して議論をおこなう「「分分科科会会」」の、の、ふたふた

つの会を併用するというプランが採られることになるつの会を併用するというプランが採られることになる｡｡（（ここのの方方式式はは現現在在もつづいてい
る｡）
　そして、この年３つに分かれた分科会のうちの１つが、2002年度からの全国実施をまえ
にして、当時いろいろと注目されることの多かった「総合学習」について考えるグループで
あった。当時、博士後期課程に在学していた現役の看護婦である武田保江さんのことば（「自
分の娘が通っている小学校で実験的におこなわれている『総合学習』という試みにたいして
は、親として不安をおぼえる」）を受けて、現在の「教育（改革）」について考えてみようと
したのである｡
　しかし、この取り組みにはひとつの問題点が存在した。武田さんは東京から日帰りで大阪
まで学びに来ており、時間の都合上、金曜日の６限目にはなかなかフルタイムで参加するこ
とができなかったのである｡その結果、私たちは当事者を〈不在〉にしたままで（さらに、参
加者にとって「総合学習」がまったく未経験のものであったことも重なって）、いくつかの
資料をもとにいわば当て推量で、議論を進めざるをえなくなった。このように、分科会を進
めていくにつれて、いくつかの困難の存在が見えはじめていたときに、堀一人先生（大阪教
育大学付属天王寺高校、なお堀先生にかんしては『メチエ』vol.８の10-13頁を参照）から
紹介されたのが、大阪府立福井高校であったわけである。
　いっぽう、その頃の福井高校はといえば、翌年から「普通科総合選抜制高校」として大き
く生まれ変わるのをまえにして、校長先生みずからが先頭に立って、より特色ある高校とな
るように学校ぜんたいで取り組んでいる最中であった｡９ /２７に福井高校をとつぜん訪ね
た鷲田さんと私は思いもよらず大歓迎を受け、とりわけ教頭の岡田先生には「若い院生のみ
なさんが、生徒と接してくれることに大いに期待しています」とまで言ってもらった｡こう
して、福井高校と臨床哲学研究室とのつきあいが始まることになったのである｡

一
　
き
っ
か
け

　
た
と
え
ば
大
阪
大
学
と「
高
大
連
携
」を
組
む
北
野
高
校
や
、あ
る
い
は
豊
中
キ
ャ

ン
パ
ス
周
辺
の
高
校
で
あ
る
な
ら
ば
、
話
は
わ
か
り
や
す
い
。
だ
が
、
な
ぜ
、
茨
木

市
の
北
西
部
に
位
置
す
る
福
井
高
校
で
、
臨
床
哲
学
研
究
室
の
メ
ン
バ
ー
が
「
哲
学
」

の
授
業
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
関
西
の
地
理
に
く
わ
し
い
方
で
あ
れ

ば
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
持
た
れ
て
も
当
然
で
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
福
井
高

校
と
臨
床
哲
学
研
究
室
と
の
〈
出
会
い
〉
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
こ

と
に
し
よ
う
。

　
き
っ
か
け
は
３
年
前
に
さ
か
の
ぼ
る
。
―
―
当
時
、
３
年
目
を
迎
え
て
い
た
金
曜

６
目
の
セ
ミ
ナ
ー
「
臨
床
哲
学
講
義
・
演
習
」
で
は
、
過
去
２
年
間
の
共
同
で
の
議

論
（
そ
こ
で
は
主
に
、「
ケ
ア
」
や
「
現
場
性
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
の
検
討
、
お

よ
び
看
護･

教
育
関
係
者
と
大
学
内
部
の
教
官･

院
生
と
の
あ
い
だ
で
の
「
こ
と
ば
の

す
り
合
わ
せ
」
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
）
を
へ
て
、
よ
り
個
々
の
場
面
に
即
し
た
か

た
ち
で
の
取
り
組
み
を
し
て
ゆ
き
た
い
と
い
う
気
運
が
メ
ン
バ
ー
の
な
か
に
高
ま
り

つ
つ
あ
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
年
（2000

年
４
月
）
か
ら
、
メ
ン
バ
ー
全
員
が
一
堂
に

会
す
る
「
全
体
会
」
と
、
い
く
つ
か
の
小
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
継
続
し
て
議
論
を
お
こ

な
う
「
分
科
会
」
の
、
ふ
た
つ
の
会
を
併
用
す
る
と
い
う
プ
ラ
ン
が
採
ら
れ
る
こ
と

に
な
る｡

（
こ
の
方
式
は
現
在
も
つ
づ
い
て
い
る｡

）

　
そ
し
て
、
こ
の
年
３
つ
に
分
か
れ
た
分
科
会
の
う
ち
の
１
つ
が
、2002

年
度
か
ら

の
国
実
施
を
ま
え
に
し
て
、
当
時
い
ろ
い
ろ
と
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
「
総

合
学
習
」
に
つ
い
て
考
え
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
。
当
時
、
博
士
後
期
課
程
に
在
学

し
て
い
た
現
役
の
看
護
婦
で
あ
る
武
田
保
江
さ
ん
の
こ
と
ば（「
自
分
の
娘
が
通
っ
て

い
る
小
学
校
で
実
験
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
『
総
合
学
習
』
と
い
う
試
み
に
た
い

し
て
は
、
親
と
し
て
不
安
を
お
ぼ
え
る
」）
を
受
け
て
、
現
在
の
「
教
育
（
改
革
）」
に

つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る｡

　
か
し
、
こ
の
取
り
組
み
に
は
ひ
と
つ
の
問
題
点
が
存
在
し
た
。
武
田
さ
ん
は
東
京

か
ら
日
帰
り
で
大
阪
ま
で
学
び
に
来
て
お
り
、
時
間
の
都
合
上
、
金
曜
日
の
６
限
目

に
は
な
か
な
か
フ
ル
タ
イ
ム
で
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る｡

そ
の
結

果
、
私
た
ち
は
当
事
者
を
〈
不
在
〉
に
し
た
ま
ま
で
（
さ
ら
に
、
参
加
者
に
と
っ
て

ひとと出会う哲学ひとと出会う哲学ひとと出会う哲学ひとと出会う哲学ひとと出会う哲学

開講までの経緯について開講までの経緯について開講までの経緯について開講までの経緯について開講までの経緯について
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「
総
合
学
習
」
が
ま
っ
た
く
未
経
験
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
重
な
っ
て
）、
い
く
つ

か
の
資
料
を
も
と
に
い
わ
ば
当
て
推
量
で
、
議
論
を
進
め
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
分
科
会
を
進
め
て
い
く
に
つ
れ
て
、
い
く
つ
か
の
困
難
の
存
在
が
見

え
は
じ
め
て
い
た
と
き
に
、
堀
一
人
先
生
（
大
阪
教
育
大
学
付
属
天
王
寺
高
校
、
な

お
堀
先
生
に
か
ん
し
て
は
『
メ
チ
エ
』vol.

８
の10-13

頁
を
参
照
）
か
ら
紹
介
さ
れ

た
の
が
、
大
阪
府
立
福
井
高
校
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
い
っ
ぽ
う
、
そ
の
頃
の
福
井
高
校
は
と
い
え
ば
、
翌
年
か
ら
「
普
通
科
総
合
選
抜

制
高
校
」
と
し
て
大
き
く
生
ま
れ
変
わ
る
の
を
ま
え
に
し
て
、
校
長
先
生
み
ず
か
ら

が
先
頭
に
立
っ
て
、
よ
り
特
色
あ
る
高
校
と
な
る
よ
う
に
学
校
ぜ
ん
た
い
で
取
り
組

ん
で
い
る
最
中
で
あ
っ
た｡

９/

２
７
に
福
井
高
校
を
と
つ
ぜ
ん
訪
ね
た
鷲
田
さ
ん
と

私
は
思
い
も
よ
ら
ず
大
歓
迎
を
受
け
、
と
り
わ
け
教
頭
の
岡
田
先
生
に
は
「
若
い
院

生
の
み
な
さ
ん
が
、
生
徒
と
接
し
て
く
れ
る
こ
と
に
大
い
に
期
待
し
て
い
ま
す
」
と

ま
で
言
っ
て
も
ら
っ
た｡

こ
う
し
て
、福
井
高
校
と
臨
床
哲
学
研
究
室
と
の
つ
き
あ
い

が
始
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る｡

２
．
森
芳
周
さ
ん
の
ド
リ
カ
ム
授
業
「
マ
ン
ガ
か
ら
テ
ツ
ガ
ク
へ
」

　
翌
月
の
１
０
月
か
ら
は
私
を
は
じ
め
研
究
室
の
メ
ン
バ
ー
数
人
が
、
福
井
高
校
の

ド
リ
カ
ム
授
業
を
見
学
す
る
よ
う
に
な
り
、
岡
田
先
生
に
は
「
来
年
度
は
じ
っ
さ
い

に
授
業
を
担
当
し
て
み
ま
せ
ん
か
」
と
も
誘
わ
訣｡

回
の
授
業
で
、
緩
和
は
さ
れ
た

と
思
っ
た｡

だ
か
ら
、
こ
う
い
う
機
会
が
増
え
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
し
た｡

● 

「
難
し
い
顔
し
た
オ
ッ
サ
ン
が
街
角
で
自
分
の
考
え
を
言
っ
て
い
る
」
そ
ん
な
イ

メ
ー
ジ
だ
っ
た
け
ど
、ち
と
考
え
が
か
わ
っ
た｡

誰
に
で
も
で
き
る
こ
と
な
ん
だ
っ
て

思
っ
た｡

● 

ぼ
く
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
想
像
力
が
豊
か
な
人
が
す
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た｡

マ
ン
ガ
が
題
材
だ
っ
た
の
で
少
し
み
じ
か
に
な
り
ま
し
た
。

● 

生
き
て
い
く
う
え
で
の
真
理
、
人
生
の
意
味
、
な
ど
を
言
葉
に
す
る
こ
と
だ
と

思
っ
て
い
た｡

今
も
そ
う｡

　
生
徒
の
「
哲
学
」
観
を
尋
ね
た
の
は
、
こ
の
頃
私
た
ち
は
岡
田
先
生
か
ら
「
来
年

度
は
選
択
科
目
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
１
年
間
の
授
業
を
担
当
し
て
も
ら
え
な
い
か
」

と
誘
わ
れ
て
お
り
、
と
り
あ
え
ず
生
徒
む
け
の
シ
ラ
バ
ス
を
作
成
す
る
必
要
が
あ
っ

た
か
ら
で
も
あ
る｡

生
徒
に
は
「
こ
う
い
う
授
業
で
あ
れ
ば
受
講
し
た
い
な
、
と
思
う

授
業
っ
て
ど
ん
な
も
の
？
」
と
尋
ね
て
、
生
徒
の
意
見
を
聴
い
た
う
え
で
、
会
沢
久

仁
子
さ
ん
と
私
が
ま
ず
素
案
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
研
究
室
の
メ
ン
バ
ー
に
見
て
も

ら
っ
た
あ
と
、
１
０/

１
５
に
以
下
の
よ
う
な
シ
ラ
バ
ス
を
福
井
高
校
に
提
出
し
た｡

―
―
シ
ラ
バ
ス
―
―

３
．
シ
ラ
バ
ス
の
意
図

　「
い
く
ら
私
た
ち
が
『
こ
う
い
う
授
業
を
や
っ
て
み
た
い
』
と
意
気
込
ん
で
い
て

も
、
生
徒
に
選
択
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
ら
開
講
で
き
な
く
な
る｡

か
と
い
っ
て
、
あ

ま
り
に
も
生
徒
に
媚
び
た
も
の
で
も
…
」と
、い
ろ
い
ろ
逡
巡
し
な
が
ら「
目
的
」「
学

習
内
容
」「
年
間
計
画
」
の
言
葉
を
い
く
ど
か
書
き
直
し
た
も
の
だ
が
、
私
の
な
か
で

授
業
の
意
図
そ
の
も
の
は
揺
ら
ぐ
こ
と
が
な
か
っ
た｡

そ
の
こ
と
に
か
ん
し
て
、若
干

の
思
い
を
述
べ
て
お
き
た
い｡

　
話
は
前
後
す
る
が
、
福
井
高
校
は
こ
と
し
創
立20

周
年
を
迎
え
る
い
わ
ゆ
る
「
若

い
」
高
校
で
あ
り
、
良
く
も
悪
く
も
「
普
通
の
」「
平
均
的
な
」
学
生
が
つ
ど
う
高
校

で
あ
る｡

一
学
年
約
３
０
０
人
の
う
ち
、
明
確
な
就
職
希
望
者
は
５
０
人
ぐ
ら
い
で
、

残
り
は
い
ち
お
う
進
学
を
希
望
し
、
じ
っ
さ
い
に
大
学
・
短
大
へ
５
０
人
ぐ
ら
い
づ

つ
、
専
門
学
校
へ
は
８
０
人
て
い
ど
が
進
学
す
る｡

そ
し
て
、
残
り
の
生
徒
の
大
半

は
、
い
わ
ゆ
る
「
フ
リ
ー
タ
ー
予
備
軍
」
と
な
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る｡

私
が
こ
の
進
路
状
況
を
知
っ
た
と
き
に
思
っ
た
の
が「
１
７
、１
８
歳
の
時
点
で
、曲

が
り
な
り
に
も
自
分
の
進
む
べ
き
道
を
選
択
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
の
は
つ
ら
い

も
の
だ
な
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
た
ち
臨
床
哲
学
研
究
室
の
教
官･

院
生
に
限

ら
ず
、
こ
の
『
メ
チ
エ
』
を
手
に
と
っ
て
い
る
多
く
の
大
学
関
係
者
の
み
な
さ
ん
に

お
い
て
も
、
高
校
生
の
頃
は
、
そ
の
延
長
上
に
「
大
学
」
と
い
う
存
在
が
は
っ
き
り

と
あ
っ
て
、そ
れ
ゆ
え
１
７
、１
８
歳
の
頃
に
は
、志
望
校
や
学
部
の
選
択
を
め
ぐ
っ

て
頭
を
多
少
悩
ま
す
こ
と
は
あ
っ
て
も
、〈
進
学
す
る
か
、
そ
れ
と
も
就
職
す
る
か
〉
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と
い
う
選
択
の
岐
路
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か｡
恥
ず
か
し
い
話
だ
け
れ
ど
も
、
私
が
は
じ
め
て
自
分
の
進
路
に
つ
い
て
（
ほ
ん
の

少
し
ば
か
り
）
考
え
て
み
た
の
は
、
大
学
４
年
の
夏
の
こ
と
で
あ
る｡

高
校
生
活
の
途

上
で
、
自
分
の
将
来
に
つ
い
て
考
え
た
こ
と
な
ど
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
な

か
っ
た｡

い
わ
ば
、「
先
送
り
」
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。（
そ
え
ゆ
え
、
こ
の
年
に
な
っ

て
、
い
よ
い
よ
真
剣
に
考
え
込
ま
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
も
い
る
の
だ
が
…｡

）

そ
し
て
、福
井
高
校
の
生
徒
た
ち
は
中
学
か
ら
高
校
へ
と
進
学
す
る
段
階
で
、あ
る
程

度
「
自
分
と
い
う
も
の
が
ど
れ
ぐ
ら
い
の
も
の
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
、
お
ぼ

ろ
げ
な
が
ら
に
も
認
識
さ
せ
ら
れ
て
い
る｡

た
と
え
ば
、
彼
／
彼
女
ら
の
口
か
ら
「
将

来
、
弁
護
士
や
医
者
に
な
り
た
い
」
と
い
う
言
葉
を
聞
く
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
の

で
は
な
い
か｡

い
わ
ゆ
る
、自
分
の
将
来
と
い
う
も
の
を
早
々
に「
見
限
っ
て
い
る
」側

面
が
彼
／
彼
女
ら
に
は
あ
る
よ
う
に
、
私
に
は
思
わ
れ
る｡

こ
の
よ
う
な
生
徒
観
を
私
は
持
っ
て
い
た
の
で
、（
１
）「
臨
床
哲
学
研
究
室
で
あ
る
が

ゆ
え
に
、
福
井
高
校
に
貢
献
で
き
る
こ
と
と
は
何
か
？
」
を
考
え
た
と
き
に
、
す
ぐ
に

頭
に
浮
か
ん
だ
の
が
、社
会
人
院
生
を
は
じ
め
、毎
週
の
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
に
出
席
し
て

い
る
、
多
種
多
様
な
大
人
た
ち
の
存
在
で
あ
っ
た｡

臨
床
哲
学
の
院
生
の
な
か
に
は
、

た
と
え
ば
、大
学
の
哲
学
科
を
出
た
あ
と
就
職
し
、雑
誌
の
編
集
長
を
し
て
い
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
辞
職
し
、
ま
た
大
学
に
戻
っ
て
き
た
人
や
、
看
護
・
教
育
の
仕
事
に
就

き
な
が
ら
も
、
そ
の
〈
意
味
〉
を
考
え
た
く
て
研
究
室
に
や
っ
て
き
た
人
な
ど
、
人
生

を
〈
う
ろ
う
ろ
〉
し
て
い
る
人
た
ち
が
た
く
さ
ん
い
る｡

私
は
こ
の
人
た
ち
に
、
福
井

高
校
の
生
徒
た
ち
に
向
か
っ
て
、（
２
）「
人
生
と
は
、
け
っ
し
て
一
直
線
に
進
む
べ
き

も
の
で
も
な
い
こ
と
、そ
し
て
こ
れ
か
ら
の
君
た
ち
に
は
、ま
だ
た
く
さ
ん
の
選
択
肢

が
あ
る
と
い
う
こ
と
」
を
じ
か
に
伝
え
て
ほ
し
い
と
思
っ
た｡

そ
の
こ
と
で
、
福
井
高

校
の
生
徒
た
ち
に
は
、（
３
）「
学
校
の
〈
外
〉
に
い
る
人
び
と
と
〈
出
会
う
〉
こ
と
を

つ
う
じ
て
、そ
れ
ま
で
は
思
い
描
く
こ
と
の
な
か
っ
た
、未
知
の
、そ
し
て
可
能
な〈
自

分
〉
に
出
会
っ
て
ほ
し
い
」
と
思
っ
た
の
で
あ
る｡

つ
ま
り
、
日
頃
の
学
校
生
活
で
は

出
会
う
こ
と
の
な
い
〈
他
者
〉
と
出
会
い
、
彼
／
彼
女
ら
の
口
か
ら
新
た
な
〈
世
界
〉

に
つ
い
て
学
び
、
そ
の
結
果
、
こ
れ
か
ら
の
〈
目
指
す
べ
き
自
分
〉
と
い
う
も
の
に
出

会
う
―
―
こ
れ
が
、
私
が
そ
の
頃
に
描
い
て
い
た
授
業
の
基
本
理
念
で
あ
っ
た｡

私
は
、
個
人
的
に
こ
の
よ
う
な
意
図
を
も
っ
て
い
た
の
で
、
当
初
「
て
つ
が
く
入
門
」

と
題
し
て
い
た
講
座
名
が
、
最
終
的
に
「
出
会
い
の
て
つ
が
く
」
と
な
っ
た
の
を
後
に

な
っ
て
知
っ
た
と
き
は
、「
こ
れ
ほ
ど
、
似
つ
か
わ
し
い
講
座
名
も
な
い
な
」
と
思
わ

ず
ほ
く
そ
笑
ん
だ
も
の
で
あ
る｡

も
ち
ろ
ん
、
研
究
室
の
他
の
メ
ン
バ
ー
の
な
か
に
は
「
も
っ
と
、
生
徒
に
考
え
さ
せ
る

内
容
に
し
た
い
。考
え
る
喜
び
を
伝
え
る
よ
う
な
授
業
に
し
た
い
」と
い
う
異
論
も
あ

る
し
、
ま
た
、
じ
っ
さ
い
の
授
業
内
容
に
し
て
も
、
私
の
（
個
人
的
な
）
意
図
ど
お
り

に
は
な
ら
な
い
も
の
が
多
か
っ
た｡

授
業
協
力
者
と
の
よ
り
綿
密
な
や
り
と
り
を
怠
っ

た
の
は
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
の
一
人（
と
、私
は
勝
手
に
こ
の
授
業
で
の
自
分
の
役
割
を

位
置
づ
け
て
い
た
の
だ
け
れ
ど
も
）
と
し
て
、
反
省
す
べ
き
点
で
あ
っ
た｡

さ
ら
に
い

え
ば
、
い
わ
ゆ
る
こ
ち
ら
の
「
持
ち
駒
」
を
な
る
べ
く
多
く
使
い
た
い
と
い
う
欲
も

あ
っ
て
、
１
０
人
の
生
徒
た
ち
を
い
た
ず
ら
に
混
乱
さ
せ
た
の
も
事
実
で
あ
る｡

―
―

「
み
ん
な
、
た
し
か
に
め
ま
ぐ
る
し
い
授
業
だ
っ
た
ね
。」

　
ひ
と
と
出
会
う
哲
学
―
―
そ
れ
は
１
０
人
の
高
校
生
が
、
社
会
の
「
人
び
と
」
と
出

会
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、（
臨
床
）
哲
学
が
、
い
ま
ど
き

の
高
校
生
と
い
う
「
ひ
と
（
＝
他
者
）」
と
出
会
う
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
た
よ
う
に

思
う
。全
２
５
回
の
授
業
で
、私
た
ち
１
７
人
の
大
人
た
ち
は
い
っ
た
い
何
を
感
じ
た

の
だ
ろ
う
か
？
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
み
う
ら
た
か
ひ
ろ
）
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大阪大学臨床哲学研究室
2002（H.14）年度福井高校選択科目シラバス

対象：　２年生　

科目名科目名科目名科目名科目名　出会いのてつがく

目的目的目的目的目的　
社会のいろいろな場所で生活している人たちと出会ったり、話し合ったりするなかで、学
校の教科書からは学ぶことのできないものを学んでみませんか｡

具体的学習内容具体的学習内容具体的学習内容具体的学習内容具体的学習内容　
看護やリハビリ、マスコミ、ファッション、大学など、社会のさまざまな領域についての
見聞を広めるとともに、自分たちの身の回りのことを素材にして、自分の意見を言ったり、
他人の意見を聴いたりするなかで、「自分」や「他人」、「社会」についての理解を深めま
しょう。

その他その他その他その他その他
大阪大学臨床哲学研究室のメンバーが担当します。
実習費500円程度（雑誌編集費として）

年間計画年間計画年間計画年間計画年間計画
１学期　出会って、知ろう

看護士や理学療法士、元雑誌編集者、ラジオ番組のDJ、服飾販売員、大学の先生や
学生など、｢臨床哲学研究室｣に集まるバラエティあふれる人たちと出会って、話し合
おう｡

２学期　話して、聴こう
自分たちの身の回りの生活のこと（好きな音楽やファッション、映画、マンガ、テ
レビ番組など）について、みんなに話そう。また、みんなの話を聴こう｡

３学期　みんなで作ろう
１学期、２学期に面白いと思ったことを、もっと取材して、自分たちの雑誌を作っ
てみよう。
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先
週
は
、
初
め
て
の
授
業
と
い
う
こ
と
で
、
あ
い

さ
つ
代
わ
り
に
あ
い
さ
つ
に
つ
い
て
語
り
合
い
ま

し
た
。「
お
は
よ
う
」
と
か
「
よ
う
」
と
い
っ
た
、
だ

れ
も
が
毎
日
し
て
い
る
あ
い
さ
つ
に
、
な
に
か
ふ

だ
ん
気
づ
い
て
も
い
な
い
意
味
が
あ
る
の
か
、
そ

れ
を
考
え
て
み
よ
う
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。

　
み
ん
な
に
い
き
な
り
、
友
だ
ち
や
家
族
や
先
生

と
ふ
だ
ん
ど
ん
な
あ
い
さ
つ
を
し
て
い
る
の
か
訊

く
の
も
は
ば
か
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
と
に
か
く
「
他

己
」
紹
介
を
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
た
が
い
に
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
し
あ
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
た
ぶ
ん
た

が
い
に
あ
ま
り
知
ら
な
い
ど
う
し
だ
か
ら
、
あ
い

さ
つ
か
ら
入
る
だ
ろ
う
か
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。

　
実
際
に
は
、
あ
い
さ
つ
抜
き
で
、
せ
い
ぜ
い
目
く

ば
せ
く
ら
い
で
始
ま
っ
た
よ
う
で
す
が
、
み
ん
な

に
、
ど
ん
な
こ
と
訊
い
た
の
、
と
詳
し
く
訊
く
と
、

お
も
し
ろ
い
こ
と
が
い
く
つ
か
見
え
て
き
ま
し
た
。

　
ま
ず
、
ど
う
で
も
い
い
こ
と
や
答
え
や
す
い
こ

と
を
あ
ら
か
じ
め
選
ん
で
訊
い
て
い
ま
し
た
。
部

活
の
こ
と
と
か
趣
味
に
つ
い
て
と
か
。
相
手
の
性

格
と
か
悩
み
と
か
将
来
の
夢
と
か
に
つ
い
て
訊
い

た
ひ
と
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

た
ぶ
ん
、
ま
だ
ふ
た
り
の
間
柄
も
こ
れ
か
ら
ど
う

な
る
か
分
か
ら
な
い
し
、
た
ぶ
ん
授
業
で
の
つ
き

あ
い
だ
け
だ
ろ
う
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
さ
し
さ

わ
り
の
な
い
こ
と
だ
け
を
選
ん
で
訊
い
た
の
だ
と

思
い
ま
す
。
ち
ょ
こ
っ
と
探
り
を
入
れ
る
こ
と
く

ら
い
は
し
た
ひ
と
も
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

だ
れ
も
深
入
り
は
し
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
あ
た

り
ま
え
と
い
え
ば
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
で
す
。
ま

だ
相
手
に
と
く
に
関
心
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で

す
か
ら
。関
心
が
な
け
れ
ば
他
人
に
立
ち
入
っ
て
質

問
を
す
る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
れ
ば
、挨
拶
に
も
そ
う
い

う
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
で
す
。朝
に
会
っ
た
と
き
に

ち
ょ
こ
っ
と
あ
い
さ
つ
す
る
の
は
、あ
い
さ
つ
だ
け

に
し
て
お
き
た
い
か
ら
で
、そ
れ
以
上
突
っ
込
ん
で

何
か
を
言
お
う
と
考
え
て
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。先

生
に
「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
言
う
と
き
に

は
、そ
れ
以
上
突
っ
込
ま
れ
な
い
よ
う
に
と
い
う
思

い
も
き
っ
と
あ
る
で
し
ょ
う
。友
だ
ち
に
な
に
か
あ

ら
た
ま
っ
て
話
が
あ
る
と
き
に
は
、
い
き
な
り
「
ね

え
、
ち
ょ
っ
と
」
と
い
う
ふ
う
に
切
り
出
す
で
し
ょ

う
。

　
こ
れ
は
み
ん
な
と
の
議
論
の
な
か
で
分
か
っ
た
こ

あいさつについて
語りあったあとで

教室のみんなに

鷲田清一

「出会いのてつがく」第一回目の授業
は鷲田先生。
あいさつについて、いまどきの高校生
と語り合いました。でもある生徒の

「しゃべり場」みたいやなあ」という鋭
いつっこみにはたじたじだったよう
で・・・。
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と
で
す
が
、
あ
い
さ
つ
に
は
ひ
と
つ
、「
他
己
」
紹

介
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
違
う
と
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

す
。
あ
い
さ
つ
の
場
合
、
ど
う
で
も
い
い
よ
う
な
言

葉
を
交
わ
す
の
に
、
し
か
し
そ
れ
が
無
視
さ
れ
る

と
傷
つ
く
、
あ
る
い
は
む
し
ょ
う
に
腹
が
立
つ
と

い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
前
本
く
ん
だ
っ
た
で

し
ょ
う
か
、
そ
れ
は
「
存
在
を
認
め
て
ほ
し
い
か
ら

だ
」
と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。
時
間
が
な
く
て

そ
の
発
言
の
意
味
を
そ
れ
以
上
考
え
る
こ
と
は
し

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
れ
は
あ
い
さ
つ
に
つ
い
て

考
え
る
と
き
た
い
せ
つ
な
点
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　
あ
い
さ
つ
は
不
特
定
の
ひ
と
に
向
か
っ
て
な
さ

れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
つ
も
特
定
の
だ

れ
か
に
向
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
そ
れ
に
答

え
な
い
と
い
う
の
は
、（
こ
れ
は
田
中
く
ん
の
言
葉

だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
）
相
手
を
「
ム
シ
る
」
こ
と
で

す
。
そ
う
、
あ
い
さ
つ
し
た
の
に
答
え
が
返
っ
て
こ

な
い
と
い
う
の
は
、
じ
ぶ
ん
の
存
在
が
そ
れ
と
認

め
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
ひ

と
は
そ
の
と
き
傷
つ
い
た
り
、
憤
っ
た
り
し
ま
す
。

　
ふ
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
れ
は
携
帯
電
話
の
マ

ナ
ー
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
で
す
。
他
人

が
た
と
え
ば
電
車
の
な
か
で
携
帯
電
話
で
話
し
て

い
る
と
き
に
不
愉
快
に
思
う
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う

か
。
こ
れ
を
考
え
る
と
き
に
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
、

先
に
別
の
例
を
考
え
て
お
き
ま
す
。
電
車
の
な
か

で
化
粧
す
る
人
が
増
え
て
き
ま
し
た
。
そ
の
姿
を

目
に
し
て
気
持
ち
の
い
い
人
は
少
な
い
は
ず
で
す
。

な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
化
粧
を
し
て
い
る
人
に
と
っ
て

じ
ぶ
ん
は
「
他
人
」
の
ひ
と
り
に
数
え
入
れ
ら
れ
て

い
な
い
と
、
見
る
人
は
思
い
知
ら
さ
れ
る
か
ら
で

す
。
電
車
の
な
か
で
化
粧
を
し
て
い
る
人
も
同
僚

や
友
だ
ち
や
恋
人
の
前
で
は
し
な
い
で
し
ょ
う
。

じ
ぶ
ん
が
関
心
を
も
っ
て
い
る
他
人
の
前
で
は
人

は
化
粧
し
な
い
も
の
で
す
。
じ
ぶ
ん
の
舞
台
裏
を

見
ら
れ
る
よ
う
な
気
分
が
す
る
か
ら
で
す
。
じ
ぶ

ん
の
と
て
も

不
安
定
な
状

態
を
見
ら
れ

る
よ
う
な
。
逆

に
電
車
の
な

か
で
は
知
ら

な
い
人
ば
か

り
な
の
で
、
ふ

と
あ
と
数
分

後
に
会
う
ひ

と
の
こ
と
を

思
っ
て
化
粧

を
す
る
。
そ
の

姿
を
見
る
人

は
、
あ
あ
じ
ぶ

ん
は
そ
の
人

に
と
っ
て
「
他
人
」
で
す
ら
な
い
の
だ
な
と
思
い

知
ら
さ
れ
る
。
だ
か
ら
気
分
が
悪
い
の
で
し
ょ
う
。

　
携
帯
電
話
に
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
言
え
ま
す
。

電
話
で
話
し
て
い
る
人
に
と
っ
て
「
他
人
」
と
は

電
話
の
相
手
、つ
ま
り
は
じ
ぶ
ん
の
仲
間
だ
け
。ま

わ
り
の
人
の
こ
と
は
眼
中
に
な
い
。
そ
れ
で
無
性

に
気
分
が
悪
く
な
る
。
い
ま
だ
に
携
帯
電
話
に
抵

抗
を
お
ぼ
え
る
人
が
い
る
の
は
、
そ
う
い
う
わ
け

で
し
ょ
う
。
ま
わ
り
の
人
の
目
を
意
識
し
て
、
さ

さ
っ
と
隅
っ
こ
に
走
る
人
に
は
乗
客
は
あ
ま
り
目

く
じ
ら
立
て
な
い
も
の
で
す
。

　
む
か
し
精
神
科
の
医
者
さ
ん
で
こ
ん
な
こ
と
を

言
っ
た
人
が
い
ま
し
た
。
じ
ぶ
ん
が
だ
れ
か
あ
る

他
人
の
な
か
に
な
に
か
意
味
の
あ
る
場
所
を
占
め

て
い
る
と
い
う
感
覚
と
、
じ
ぶ
ん
が
こ
こ
に
い
る

と
い
う
感
覚
と
の
あ
い
だ
に
は
、
深
い
結
び
つ
き

が
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
他
人
に
じ
ぶ
ん
が
そ
の

人
に
と
っ
て
の
他
人
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
、

つ
ま
り
（
哲
学
者
の
言
い
方
を
借
り
る
と
）「
他
者

の
他
者
」
と
い
う
あ
り
方
こ
そ
が
「
じ
ぶ
ん
」
の
核

を
つ
く
る
と
い
う
の
で
す
。
た
と
え
ば
病
気
で
一

週
間
休
ん
で
、
ク
ラ
ス
に
帰
っ
て
き
た
と
き
に
だ

れ
か
ら
も
声
を
か
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、

人
は
じ
ぶ
ん
は
こ
の
ク
ラ
ス
の
だ
れ
ひ
と
り
に

と
っ
て
も
意
味
の
あ
る
存
在
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
は
ず
で
す
。
じ
ぶ
ん
が
い
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て
も
い
な
く
て
も
ど
う
で
も
い
い
存
在
と
思
い
知
ら

さ
れ
る
こ
と
、こ
れ
ほ
ど
人
を
傷
つ
け
る
も
の
は
あ

り
ま
せ
ん
。じ
ぶ
ん
が
意
味
の
な
い
存
在
だ
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
す
か
ら
。そ
れ
に
似
た
経
験
を
人

は
電
車
の
な
か
で
す
る
よ
う
で
す
。

　
あ
い
さ
つ
は
、そ
う
い
う
た
が
い
に
そ
の
存
在
を

認
め
て
い
る
と
い
う
合
図
の
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
あ
な
た
に
関
心
を
も
っ
て
い
る
、
と
い

う
。
で
も
、
関
心
を
も
た
れ
る
と
い
う
の
は
鬱
陶
し

い
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。親
や
教
師
の
こ
と
を
考
え

る
と
そ
う
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
関
心
は
も
っ
て
い

る
け
れ
ど
、
深
入
り
し
な
い
、
で
も
も
し
何
か
あ
っ

た
と
き
は
、
何
か
す
る
用
意
は
あ
る
、
そ
の
意
味
で

は
あ
な
た
に
関
心
は
あ
る
…
…
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
、ひ
と
は
あ
い
さ
つ
と
い
う
か
た
ち
で
送
り
あ
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
こ
う
い
う
、
あ

い
さ
つ
と
い
う
か

た
ち
で
安
否
を
気

づ
か
う
こ
と
を
、

昔
の
人
は
「
問
安
」

と
呼
び
ま
し
た
。

病
気
を
し
て
気
弱

に
な
っ
て
い
る
と

き
に
、
だ
れ
か
が

見
舞
い
に
き
て
く

れ
る
の
も
、

あ
あ
じ
ぶ
ん

の
こ
と
を
気

に
か
け
て
く

れ
る
人
が
い

る
と
実
感
す

る
こ
と
で
、

だ
か
ら
う
れ

し

い

の

で

し
ょ
う
。
そ

れ
は
他
人
に

じ
ぶ
ん
の
存

在
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
る
こ
と
だ
か
ら
で

す
。
他
人
の
な
か
に
じ
ぶ
ん
が
何
か
あ
る
意
味
の

あ
る
場
所
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
に

よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
か
ら
で
す
。

　
他
人
が
じ
ぶ
ん
に
関
心
を
も
ち
す
ぎ
て
て
も
い

や
だ
け
れ
ど
、
ぜ
ん
ぜ
ん
関
心
を
も
た
れ
な
い
の

は
も
っ
と
い
や
、
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
い
さ
つ
に

現
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
す
る

と
、
挨
拶
し
て
も
返
事
し
な
い
人
は
そ
う
い
う
関

係
に
入
る
こ
と
を
拒
ん
で
い
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
発
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
つ
ま
り
他
人
に

対
し
て
じ
ぶ
ん
が
他
人
に
な
っ
て
あ
げ
る
と
い
う

こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
わ
け
で
、
そ
う
す
る
と
こ

ん
ど
は
じ
ぶ
ん
の
ほ
う
が
も
う
他
人
と
し
て
は
認

め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
い
ず
れ
だ
れ

か
ら
も
声
を
か
け
ら
れ
な
く
な
る
。

　
こ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
る
か
ら
こ
そ
、
た
が
い

に
関
心
を
も
ち
あ
い
な
が
ら
も
、
密
着
し
な
い
で

隔
た
り
を
置
い
て
お
く
と
い
う
、
そ
う
い
う
人
と

の
つ
き
あ
い
方
を
す
る
と
い
う
の
が
、
あ
い
さ
つ

が
マ
ナ
ー
で
あ
る
理
由
な
の
で
し
ょ
う
。

　「
お
は
よ
う
」「
ゲ
ン
キ
ー
っ
？
」
と
い
う
ふ
う

に
、
あ
い
さ
つ
で
は
た
し
か
に
あ
ま
り
内
容
の
な

い
言
葉
を
か
け
ま
す
。
そ
れ
は
、
あ
い
さ
つ
に
お
い

て
は
、
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
よ
り
も
、
じ
ぶ
ん

が
だ
れ
か
に
問
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
そ
の
こ

と
に
意
味
が
あ
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
最
後
に
、
他
人
に
関
心
を
も
つ
と
い
う
こ
と
の

意
味
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
だ
け
考
え
て
お
き
ま

す
。
東
京
で
は
じ
め
て
重
度
障
害
者
で
都
立
の
養

護
学
校
の
教
師
に
な
ら
れ
た
人
が
い
ま
す
。
十
年

ほ
ど
勤
務
な
さ
っ
て
障
害
が
さ
ら
に
重
く
な
っ
て
、

二
十
四
時
間
要
介
護
の
状
態
に
な
ら
れ
、
教
職
を

辞
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
若
い
人
た
ち
に
何

か
を
「
伝
え
る
」
と
い
う
仕
事
を
続
け
た
い
と
、
じ

ぶ
ん
の
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
を
学
校
に
し
よ
う
と
考
え

ら
れ
ま
し
た
。
若
い
人
た
ち
を
対
象
に
、
一
日
三
交

替
で
介
護
ア
ル
バ
イ
ト
を
募
集
さ
れ
た
の
で
す
。

や
っ
て
き
た
若
者
た
ち
は
、
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
用
に

連
絡
帳
を
つ
け
は
じ
め
ま
し
た
。
そ
の
連
絡
帳
が
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や
が
て
交
換
日
記
の
よ
う
に
な
り
、そ
れ
ぞ
れ
が
連

絡
事
項
以
外
に
思
っ
た
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
書
き
つ
け

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。そ
の
ノ
ー
ト
を
読
ま
せ
て

も
ら
っ
た
の
で
す
が
、そ
の
な
か
に
と
て
も
印
象
的

な
二
つ
の
感
想
が
あ
り
ま
し
た
。

　「
た
ぶ
ん
同
じ
こ
と
を
友
だ
ち
に
話
し
て
も
、
す

ご
く
軽
く
と
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
で
も
、遠
藤
さ
ん

な
ら
一
生
懸
命
聴
い
て
く
れ
る
し
、本
気
で
答
え
て

く
れ
る
し
、そ
れ
が
う
れ
し
か
っ
た
ん
だ
と
思
い
ま

す
ね
。
そ
の
と
き
は
。」

　「
あ
な
た
が
言
語
障
害
を
も
っ
て
て
よ
か
っ
た
と

思
う
。
一
言
一
言
を
聞
き
漏
ら
す
ま
い
と
、
耳
を
傾

け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
。あ
な
た
が
生
ま
れ
て
き

て
よ
か
っ
た
。」

　
こ
の
二
つ
の
感
想
は
、一
見
反
対
の
よ
う
に
見
え

ま
す
。
聴
い
て
も
ら
え
て
よ
か
っ
た
、
と
、
聴
く
こ

と
が
で
き
て
よ
か
っ
た
、
と
。
こ
れ
は
、
ひ
と
は
他

人
に
関
心
を
も
た
れ
る
こ
と
で
生
き
る
こ
と
が
で
き

る
と
同
時
に
、
他
人
に
関

心
を
も
つ
こ
と
で
生
き
る

力
を
得
る
こ
と
も
あ
る
と

い
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ

て
い
ま
す
。
他
人
の
境
涯

に
関
心
を
も
ち
、
そ
れ
に

コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
く
こ
と

で
、
じ
ぶ
ん
が
そ
の
人
に

と
っ
て
意
味
の
あ
る
存
在
に
な
る
…
…
。
そ
の
こ

と
で
、
先
ほ
ど
の
哲
学
者
の
言
葉
を
用
い
る
と
、

「
他
者
の
他
者
」
と
し
て
の
じ
ぶ
ん
の
存
在
を
確
認

で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
福
井
高
校
で
は
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
に
取
り
組
ん
で
い
る
人
も
多
い
と
聞
き

ま
す
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
行
く
こ
と
の
意
味
も

き
っ
と
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

　
わ
た
し
た
ち
は
気
心
知
れ
た
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
は
な
か
な
か
繊
細
で
上
手
い
で
す
が

（
家
族
で
は
あ
い
さ
つ
し
な
く
て
も
別
の
こ
ま
や
か

な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
）、
気

心
知
れ
な
い
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
あ

ま
り
上
手
く
あ
り
ま
せ
ん
。
社
会
生
活
と
は
い
う

ま
で
も
な
く
気
心
知
れ
な
い
人
と
い
っ
し
ょ
に
暮

ら
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
気
の
合
わ
な
い

人
と
も
い
っ
し
ょ
に
や
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で

す
。
友
だ
ち
や
家
族
と
だ
け
い
っ
し
ょ
に
や
っ
て

い
く
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
の
と
き
重
要
な

の
は
、
も
た
れ
あ
わ
な
い
け
れ
ど
、
し
か
し
た
が
い

に
関
心
は
も
っ
て
い
る
と
い
う
、
ち
ょ
っ
と
距
離

を
置
い
た
し
か
し
た
が
い
の
境
涯
を
気
づ
か
い
あ

う
関
係
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う

ス
タ
ン
ス
で
生
き
て
い
る
と
い
う
信
号
と
し
て
、

あ
い
さ
つ
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
よ
そ
の
会

社
の
受
付
を
通
る
と
き
に
も
、
ホ
テ
ル
の
フ
ロ
ン

ト
で
チ
ェ
ッ
ク
ア
ウ
ト
の
朝
に
「
お
は
よ
う
ご
ざ

い
ま
す
」
と
か
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
な

ど
と
言
う
の
も
、
あ
い
さ
つ
が
そ
う
い
う
気
心
の

知
れ
な
い
人
と
い
っ
し
ょ
に
や
っ
て
い
く
と
い
う
、

社
会
の
も
っ
と
も
基
本
の
マ
ナ
ー
に
な
っ
て
い
る

か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
　
　（
わ
し
だ
き
よ
か
ず
）
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4

月2
3

日
　
変
わ
っ
た
服
を
着
て
み
よ
う
（
本
間
＋
高
橋
）

　
と
り
あ
え
ず
高
校
生
に
わ
か
る
よ
う
に「
変
わ
っ
た
服
を
着
て
み

よ
う
」
と
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
て
み
た
が
、
こ
の
回
で
は
（
難
し
く
言

え
ば
）衣
服
を
他
人
と
の
関
係
や
自
己
関
係
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
捉

え
、具
体
的
に
ど
ん
な
服
を
着
る
か
と
い
う
こ
と
＝
他
人
へ
の
関
わ

り
か
た
や
自
分
（
の
見
た
目
、
自
己
イ
メ
ー
ジ
）
と
ど
ん
な
関
係
を

と
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
生
徒
達
に
考
え
る
き
っ
か
け
を
持
っ

て
も
ら
お
う
と
考
え
て
い
た
。ま
た
衣
服
が
単
な
る
個
人
の
選
択
に

は
留
ま
ら
ず
、
社
会
と
の
つ
な
が
り
を
持
つ
と
い
う
こ
と
、
と
く
に

衣
服
が
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」、
男
ら
し
さ
、
女
ら
し
さ
と
の
関
わ
り
を

持
つ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、具
体
的
な
事
例
　
　
講
師
が
な
ぜ
こ

ん
な
「
変
わ
っ
た
」
服
を
着
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
い
う
ち
ょ
っ
と

恥
ず
か
し
い
？
？
経
験
談
　
　
を
通
し
て
、す
こ
し
で
も
気
づ
い
て

も
ら
え
れ
ば
、
と
い
う
思
い
も
あ
っ
た
。

　
そ
の
前
の
回
（
鷲
田
＋
百
々
）
で
は
服
に
つ
い
て
生
徒
に
い
ろ
い

ろ
話
し
て
も
ら
っ
た
が
、自
分
の
考
え
る
こ
と
に
つ
い
て
み
ん
な
の

前
で
話
す
と
い
う
こ
と
が
想
像
以
上
に
生
徒
達
に
と
っ
て
は
大
変
な

こ
と
の
よ
う
だ
っ
た
の
で
、
今
回
は
（
生
徒
に
発
言
を
さ
せ
る
方
式

で
は
な
く
）話
し
手
自
身
の
経
験
を
服
を
見
せ
つ
つ
話
す
と
い
う
形

式
に
し
て
み
た
。あ
と
は
彼
ら
に
実
際
に
服
を
着
て
も
ら
お
う
と
い

う
の
が
メ
イ
ン
の
課
題
で
、そ
れ
も
い
ろ
い
ろ
言
葉
で
考
え
る
よ
り

も
、
実
際
に
「
変
わ
っ
た
」
服
を
着
て
も
ら
う
だ
け
な
ら
、
そ
れ
ほ

ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
し
、じ
か
に
感
覚
で
感
じ
て
も
ら
え
る
か

な
、
と
い
う
程
度
の
こ
と
を
も
く
ろ
ん
だ
も
の
だ
っ
た
。

　
服
が
つ
り
下
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
体
育
館
を
借
り
、
高
橋
、

本
間
両
名
が
（
研
究
室
の
卒
業
生
で
、
我
々
の
愛
好
す
る
某
ブ
ラ
ン

ド
に
就
職
な
さ
っ
た
栗
山
さ
ん
の
協
力
も
得
て
→
栗
山
さ
ん
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
）
授
業
の
構
成
は
、
い
ろ
い
ろ
へ
ん
て
こ
な
服
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を
生
徒
達
の
前
に
フ
リ
マ
の
よ
う
に
広
げ
て
は
つ
り
下
げ
る
と
い
う

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
つ
か
み
と
し
て
、希
望
す
る
生
徒
に
そ
の
服
を

実
際
に
来
て
も
ら
い
、
そ
の
後
は
本
間
、
高
橋
に
よ
る
「
私
は
な
ぜ

変
わ
っ
た
服
を
着
る
よ
う
に
な
っ
た
か
」話
を
そ
れ
ぞ
れ
十
五
分
程

度
。
こ
う
書
く
と
か
な
り
ふ
ざ
け
た
（
マ
ニ
ア
ッ
ク
な
？
）
企
画
だ

が
、
我
々
講
師
二
人
は
上
の
よ
う
な
テ
ー
マ
の
も
と
、「
ジ
ェ
ン

ダ
ー
」と
い
う
テ
ー
マ
を
高
校
生
の
彼
ら
自
身
に
関
係
あ
る
こ
と
と

し
て
身
近
に
感
じ
て
も
ら
う
に
は
、
話
し
手
（
講
師
）
が
彼
ら
と
同

じ
年
齢
く
ら
い
の
頃
か
ら
ど
ん
な
こ
と
を
考
え
、ど
ん
な
服
を
選
ん

だ
か
と
い
う
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
と
し
て
聞
い
て
も
ら
う
の
が
一
番
い

い
の
で
は
な
い
か
、と
い
う
こ
と
を
そ
れ
な
り
に
真
剣
に
考
え
て
い

た
つ
も
り
で
あ
る
。

　　
持
ち
込
ま
れ
た
服
に
も
、感
嘆
と
い
う
よ
り
は
奇
異
な
も
の
を
み

る
眼
差
し
が
注
が
れ
て
い
た
よ
う
に
も
思
う
が
、一
応
い
ろ
い
ろ
見

入
っ
て
お
り
、
話
も
（
予
想
よ
り
は
）
ま
あ
ま
あ
聞
い
て
も
ら
え
た
。

話
し
手
の
感
触
と
し
て
は
、
一
部
の
人
の
琴
線
に
は
う
っ
す
ら
触

れ
、残
り
の
人
も
自
分
と
そ
ん
な
に
遠
い
話
で
は
な
い
の
か
な
程
度

に
は
聞
い
て
い
た
な
あ
、
と
い
う
と
こ
ろ
。
服
を
実
際
に
着
て
み
よ

う
と
い
う
こ
ち
ら
か
ら
の
呼
び
か
け
に
関
し
て
は
の
り
の
い
い
男
子

数
名
が
反
応
し
、
お
互
い
に
冷
や
か
し
な
が
ら
高
橋
の
袴
風
パ
ン
ツ

や
、
本
間
持
参
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
民
族
衣
装
な
ど
（
←
似
合
っ
て

い
た
が
男
子
諸
君
は
巻
き
ス
カ
ー
ト
な
の
で
い
や
が
る
）
を
着
て
い

た
。
女
子
は
関
心
は
少
し
は
あ
る
よ
う
だ
っ
た
が
、
恥
ず
か
し
さ
が

先
に
立
つ
よ
う
で
嫌
が
っ
た
。（
企
画
者
の
中
に
は
「
生
徒
に
強
制

的
に
服
を
着
せ
る
」
と
い
う
こ
と
に
抵
抗
を
持
っ
た
人
も
い
た
よ
う

だ
っ
た
が
）
私
と
し
て
は
着
る
こ
と
を
勧
め
は
し
た
が
、
嫌
が
る
生

徒
に
は
強
く
は
言
わ
な
か
っ
た
し
、
や
っ
ぱ
り
恥
ず
か
し
が
る
か
、

と
い
う
程
度
。

　
高
校
生
に
ワ
ー
ド
ロ
ー
ブ
を
（
頼
ま
れ
て
も
い
な
い
の
に
）
公
開

し
、
自
分
が
な
ぜ
こ
の
服
を
気
に
入
っ
て
い
る
か
を
彼
ら
に
分
か
っ

て
も
ら
え
る
よ
う
に
話
す
と
い
う
こ
の
奇
妙
な
経
験
に
つ
い
て
は
い

ろ
い
ろ
考
え
た
こ
と
は
あ
っ
た
と
思
う
の
だ
が
、
今
回
の
メ
イ
ン
の

課
題
で
あ
る
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」（
に
対
す
る
感
覚
、
意
識
）
を
衣
服
を

教
材
と
し
て
伝
え
る
と
い
う
こ
と
が
う
ま
く
い
っ
た
か
ど
う
か
に
つ

い
て
だ
け
簡
単
に
振
り
返
っ
て
お
く
。
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高
校
生
く
ら
い
の
年
代
の
人
に
接
す
る
こ
と
が
多
い
某
研
究
室
関

係
者
（
田
中
さ
ん
で
す
）
か
ら
は
、
今
回
の
話
に
多
く
登
場
し
た
、

コ
ム
デ
ギ
ャ
ル
ソ
ン
な
ど
の
服
は
、思
想
性
が
強
い
の
で
高
校
生
に

は
難
解
だ
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
御
指
摘
を
い
た
だ
い
た
。こ
れ
に
関

し
て
は
私
自
身
は
「
既
存
の
女
性
性
へ
の
抵
抗
」
と
い
う
よ
う
な
物

言
い
ま
で
い
っ
て
し
ま
う
と
確
か
に
難
解
だ
け
れ
ど
も
、私
た
ち
が

実
際
に
服
を
選
ぶ
と
き
に
は
、女
の
人
で
も
パ
ン
ツ
し
か
は
か
な
い

と
か
、知
ら
ず
知
ら
ず
に
フ
リ
フ
リ
の
も
の
ば
っ
か
り
選
ん
で
い
る

と
い
う
よ
う
に
、感
覚
の
中
に
込
め
ら
れ
た
方
針
の
よ
う
な
も
の
が

あ
る
し
、
女
、
男
ら
し
さ
へ
の
違
和
感
（
あ
る
い
は
執
着
）
み
た
い

な
も
の
を
感
覚
レ
ベ
ル
で
理
解
し
た
り
、伝
え
る
こ
と
は
で
き
る
と

と
考
え
て
い
る
。
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
も
の
へ
の
違
和
感
（
や
執

着
）
は
そ
も
そ
も
感
覚
レ
ベ
ル
で
起
こ
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
そ

の
感
覚
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
く
な
か
で
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
と
い
う
概

念
も
初
め
て
姿
を
現
す
の
で
は
な
い
か
だ
ろ
う
か
。

　「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」（
に
対
す
る
感
覚
、
意
識
）
に
つ
い
て
学
生
達
に

考
え
て
も
ら
う
教
材
と
し
て
の
衣
服
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
に
関
し

て
は
、
も
っ
と
戦
略
を
練
っ
て
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
を
作
り
丁
寧
に
説

明
す
る
こ
と
、
相
手
を
引
き
込
む
話
術
が
あ
れ
ば
、
あ
る
程
度
は
有

効
な
教
材
と
し
て
使
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。（
高
校

生
で
は
な
い
が
、私
が
他
の
と
こ
ろ
で
行
っ
た
専
門
学
校
生
相
手
の

授
業
で
は
、
わ
り
と
使
え
る
と
感
じ
た
。）

　
た
だ
「
若
者
だ
か
ら
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
関
心
あ
る
だ
ろ
」
と
い
う

よ
う
な
安
易
な
思
い
こ
み
で
は
う
ま
く
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
も
同

時
に
感
じ
た
。（
前
述
の
某
関
係
者
、
田
中
氏
か
ら
の
指
摘
に
は
こ

れ
以
下
の
ポ
イ
ン
ト
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。）

学
生
の
中
に
は
服
な
ん
て
べ
つ
に
ど
う
で
も
い
い
、楽
だ
っ
た
ら
い

い
で
す
と
い
う
意
見
も
多
く
あ
っ
た
し
、女
ら
し
さ
や
男
ら
し
さ
に

あ
ま
り
疑
問
を
抱
か
な
い
と
い
う
保
守
的
な
？
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
ー
に

く
み
す
る
？
考
え
方
の
人
も
多
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。

（
余
談
だ
が
、専
門
学
校
生
の
授
業
の
感
想
か
ら
見
て
、
服
に
込
め
ら

れ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
な
も
の
を
批
判
的
に
取
り
出
す
こ
と
は
、
一
部

の
女
子
学
生
に
は
比
較
的
簡
単
だ
が
、
男
子
生
徒
に
は
さ
ら
に
難
し

い
よ
う
だ
っ
た
。
そ
も
そ
も
女
性
の
方
が
見
ら
れ
て
い
る
自
分
と
い

う
の
を
普
段
か
ら
意
識
し
や
す
い
し
、
男
性
は
多
く
の
人
が
そ
の
よ

う
な
こ
と
を
強
い
ら
れ
な
い
？
と
い
う
こ
と
で
理
解
度
が
若
干
性
別

に
よ
っ
て
偏
る
の
か
も
し
れ
な
い
。）

　
高
校
生
に
限
ら
ず
、
自
分
よ
り
も
年
下
の
学
生
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の

話
を
す
る
と
き
に
つ
く
づ
く
感
じ
る
の
は
「
男
ら
し
さ
や
女
ら
し
さ

に
抵
抗
を
覚
え
る
」
と
い
う
の
は
ま
だ
ま
だ
（
と
い
う
か
ど
ん
な
時

代
で
も
）マ
イ
ナ
ー
な
発
想
な
の
だ
な
あ
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。と

い
う
こ
と
は
つ
ま
り
、「
男
ら
し
さ
や
女
ら
し
さ
に
抵
抗
を
覚
え
る
」

と
か
「
一
般
的
な
身
体
の
美
的
基
準
で
測
ら
れ
る
の
は
お
か
し
い
」

と
い
っ
た
発
言
は
、
理
解
し
が
た
い
、
奇
妙
な
も
の
と
し
て
半
数
か

そ
れ
以
上
の
生
徒
に
受
け
取
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
う
ま
く
い
け
ば
「
へ
ぇ
、
そ
ん
な
考
え
た
も
あ
る
の
か
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
が
、
失
敗
す
れ
ば
「
そ
ん
な
風
に
考
え
た
こ
と
な

い
し
」
と
つ
っ
ぱ
ね
ら
れ
る
か
、
こ
ち
ら
の
一
方
的
な
道
徳
的
お
説

教
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
と
は
違
う
考
え
方
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ど
う
や
っ
た
ら
理
解

し
て
も
ら
え
る
の
だ
ろ
う
　
　
　
　
福
井
高
校
の
授
業
か
ら
、
私
に

与
え
ら
れ
た
宿
題
は
、
い
わ
ゆ
る
「
既
存
の
枠
組
み
」
に
そ
れ
ほ
ど

抵
抗
を
感
じ
な
い
ま
ま
大
き
く
な
り
、
自
分
と
違
う
考
え
方
を
す
る

他
者
に
あ
ま
り
出
会
っ
た
経
験
の
な
い
学
生
達
た
ち
に
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
（
社
会
全
体
に
と
っ
て
の
他
者
？
）
の
考
え
方
（
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
や
障
害
学
な
ど
）
を
伝
え
る
方
法
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

　
そ
も
そ
も
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
考
え
方
を
理
解
す
る
と
は
ど
う
い

う
こ
と
な
の
か
。
な
ぜ
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
考
え
方
を
彼
ら
に
伝
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
こ
れ
に
関
し
て
今
私
が
思
い
つ
く
答
え
は
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「着なさい」と「着てみよう」のあいだ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本間直樹

服装について言及したり、言及されたり、「着なさい」
と言われることというのはとてもデリケートな事柄だ。自分が他人にどのように見られているかとい
う ことにセンシティヴなるのは自然なこと。そこに教室という場所とコンテクストが加わるとなおさ
らだろう。学校という空間は「着てみよう」を「着なさい」 に変換する。さもなくば「先生」とすら
見なされないし、「無視」で応接される。それを実感した。人によっては「先生」をうまく演じきって
この変換を見え なくする。それは必要なことだ。だが哲学はどうなのだろう？　　 （ほんまなおき）

一
つ
し
か
な
い
。
そ
れ
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
（
他
者
）
の
考
え
方
を
理

解
す
る
こ
と
は
、
ち
が
う
や
り
方
で
考
え
、
生
き
て
い
る
他
人
を

（
無
視
、
拒
絶
す
る
の
で
は
な
く
）
理
解
で
き
る
態
度
を
身
に
つ
け

る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、私
は
他
者
を
理
解
す
る
態
度
を
身
に
つ
け

る
と
い
う
こ
と
が
生
徒
達
が
社
会
で
生
き
て
い
く
上
で
必
要
だ
と
考

え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
学
校
、
授
業
と
い
っ
た
枠
組
み
の
な
か
で
「
他
者
に
出
会
う
」
と

い
う
こ
と
が
ど
れ
だ
け
実
現
で
き
る
か
、と
い
う
の
は
こ
の
福
井
高

校
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
自
体
の
課
題
で
あ
る
と
も
思
う
が
、（
衣
服
な
ど

魅
力
的
な
教
材
を
工
夫
す
る
こ
と
、対
話
技
法
の
導
入
な
ど
を
含
め

て
）
そ
れ
が
生
徒
達
に
と
っ
て
苦
痛
で
な
い
形
で
、
楽
し
く
実
現
で

き
る
方
法
を
な
ん
と
か
考
え
て
み
た
い
。
　
　（
た
か
は
し
あ
や
）
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る
養
護
施
設
に
つ
い
て
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
見
せ
て
言
及
し
た

と
き
に
は
、
さ
っ
と
集
中
し
て
く
れ
た
が
、
私
自
身
が
う
ま

く
突
っ
こ
め
ず
せ
っ
か
く
の
チ
ャ
ン
ス
を
逃
し
て
し
ま
っ

た
。
答
の
穴
を
い
く
つ
も
埋
め
ら
れ
な
い
ま
ま
残
し
て
、
最

後
に
こ
の
授
業
の
意
図
を
口
頭
で
説
明
し
て
授
業
を
終
え

た
。

　
反
省
点
と
し
て
、
答
え
て
も
ら
う
穴
を
も
っ
と
絞
る
必
要

が
あ
る
と
わ
か
っ
た
し
、
こ
の
授
業
の
ま
と
め
を
書
く
欄
を

プ
リ
ン
ト
に
設
け
て
少
し
考
え
て
も
ら
う
時
間
を
取
り
、

「
医
療
・
福
祉
の
場
所
は
あ
ち
こ
ち
広
ー
い
。そ
し
て
い
ろ
ん

な
仕
事
が
あ
る
。」な
ど
と
書
か
せ
る
の
も
、
授
業
の
意
図
を

知
ら
せ
る
の
に
よ
い
と
思
う
。
さ
ら
に
テ
ー
マ
に
あ
ま
り
関

心
の
な
い
生
徒
た
ち
の
興
味
を
引
く
も
の
（
例
え
ば
ク
イ
ズ

的
な
イ
ラ
ス
ト
）
も
も
っ
と
あ
れ
ば
と
思
う
。
ま
た
同
様
の

授
業
を
す
る
機
会
が
あ
れ
ば
こ
れ
ら
の
点
を
改
善
し
た
い
。

  

６
時
間
目
　

「
ぼ
く
」
？
「
き
み
」
？
―
―
『
か
ん
が
え

る
カ
エ
ル
く
ん
』
を
読
も
う

　『
か
ん
が
え
る
カ
エ
ル
く
ん
』（
い
わ
む
ら
か
ず
お
作
　
福

音
館
書
店
、1996

年
）
の
な
か
の
「
ぼ
く
」
と
い
う
お
話
は
、

カ
エ
ル
く
ん
が
ネ
ズ
ミ
く
ん
と
一
緒
に
「
ぼ
く
」
と
「
き
み
」

に
つ
い
て
考
え
る
哲
学
的
な
作
品
で
あ
る
。
言
葉
も
４
コ
マ

仕
立
て
で
進
む
絵
も
、
と
て
も
シ
ン
プ
ル
で
工
夫
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
内
容
を
あ
ら
た
め
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
よ

く
わ
か
ら
な
く
な
り
、
途
方
に
く
れ
る
ほ
ど
だ
。
こ
の
本
を

授
業
で
一
緒
に
読
ん
で
み
た
い
、
ど
ん
な
反
応
を
し
て
く
れ

る
だ
ろ
う
か
と
思
い
、
授
業
を
試
み
た
。

　
作
品
「
ぼ
く
」
は
、「
ぼ
く
」
と
「
き
み
」
と
は
何
か
と
い

う
問
い
と
、「
ぼ
く
」
と
「
き
み
」
の
表
現
の
多
様
性
（
例
え

ば
「
わ
た
し
」
と
「
あ
な
た
」
や
、「
せ
っ
し
ゃ
」
と
「
お
ぬ

し
」）
に
つ
い
て
の
問
い
と
の
二
つ
を
含
ん
で
い
る
。
一
通
り

読
む
こ
と
も
考
え
た
が
、
そ
れ
は
無
理
だ
と
授
業
案
の
検
討

会
で
ア
ド
バ
イ
ス
さ
れ
、
前
者
の
問
い
の
場
面
に
絞
っ
た
。

ま
た
内
容
理
解
の
た
め
に
、
場
面
を
分
け
て
内
容
を
要
約
す

る
プ
リ
ン
ト
を
作
っ
た
。
こ
れ
も
指
示
が
伝
わ
り
に
く
く
ま

た
難
し
く
て
生
徒
た
ち
が
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
わ
か
ら
な
い

と
検
討
会
で
指
摘
さ
れ
た
。
し
か
し
よ
い
改
善
策
が
わ
か
ら

ず
、
結
局
プ
リ
ン
ト
に
は
「
絵
本
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
、

自
分
で
下
に
書
い
て
み
よ
う
。」
と
指
示
し
た
。
さ
ら
に
全
体

用
に
絵
本
の
場
面
を
二
倍
に
拡
大
カ
ラ
ー
コ
ピ
ー
し
た
も
の

と
、
要
約
時
に
手
元
に
配
る
コ
ピ
ー
を
用
意
し
、
読
む
練
習

も
し
た
。

　
当
日
は
、
絵
を
広
げ
る
と
生
徒
た
ち
は
興
味
を
持
っ
て
見

て
い
た
。
し
か
し
要
約
に
つ
い
て
は
や
は
り
な
か
な
か
指
示

が
伝
わ
ら
ず
苦
労
し
た
。
そ
れ
で
も
「
例
え
ば
、
カ
エ
ル
く

  

５
時
間
目
　
医
療
・
福
祉
の
場
所
？
仕
事
？

　
次
週
よ
り
理
学
療
法
士
や
看
護
師
、
介
護
士
の
人
た
ち
が

来
て
、
人
の
誕
生
や
性
、
障
害
、
老
い
、
死
に
つ
い
て
授
業

を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
前
に
医
療
・
福
祉

の
領
域
と
職
業
に
つ
い
て
概
観
し
、
そ
の
広
さ
と
多
様
さ
に

気
付
い
て
お
い
て
ほ
し
い
と
意
図
し
て
、
こ
の
授
業
を
行
っ

た
。

　
授
業
で
は
、
医
療
・
福
祉
の
場
所
と
職
業
に
つ
い
て
イ
ラ

ス
ト
入
り
で
穴
埋
め
形
式
に
ま
と
め
た
プ
リ
ン
ト
を
用
意
し
、

場
所
と
職
業
に
つ
い
て
思
い
つ
く
も
の
を
挙
げ
て
い
っ
て
も

ら
い
、
そ
の
間
に
関
連
の
説
明
や
話
題
を
挟
ん
だ
。
順
に
当

て
て
答
え
て
も
ら
っ
た
の
だ
が
、
二
、
三
順
目
く
ら
い
か
ら

考
え
る
の
を
や
め
て
、
寝
た
り
、
黒
板
に
書
き
出
さ
れ
た
答

を
た
だ
写
そ
う
と
い
う
生
徒
た
ち
が
出
て
き
た
。そ
れ
で
も
、

人
間
ド
ッ
ク
の
イ
ラ
ス
ト
が
コ
イ
ン
ラ
ン
ド
リ
ー
に
似
て
い

る
と
の
指
摘
や
、
人
間
ド
ッ
ク
は
「
ド
ッ
グ(dog)

か
ド
ッ
ク

(dock)

か
」
と
質
問
が
出
た
り
、「
医
師
」
と
の
答
え
を
期
待

し
た
と
こ
ろ
に
「
院
長
」
と
の
答
え
が
出
た
り
、
い
く
つ
か

の
思
わ
ぬ
こ
と
に
戸
惑
い
つ
つ
感
心
し
た
。
ま
た
こ
の
４
月

か
ら
「
看
護
婦
」
か
ら
「
看
護
師
」
に
職
名
が
変
わ
っ
た
こ

と
を
知
っ
て
い
る
生
徒
も
い
た
。
私
が
見
学
し
た
こ
と
の
あ
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ん
は
『
ぼ
く
』
で
あ
る
と
か
、
と
に
か
く
何
か
自
分
で
ま
と

め
て
み
て
。」
な
ど
と
何
度
も
説
明
す
る
と
、
取
り
組
ん
で
く

れ
、
う
ま
く
ま
と
ま
ら
な
い
答
え
も
あ
っ
た
が
、
よ
く
で
き

た
も
の
も
あ
っ
た
。
二
つ
に
分
け
た
場
面
に
つ
い
て
場
面
ご

と
に
二
人
ほ
ど
自
分
の
ま
と
め
を
読
み
上
げ
て
も
ら
い
黒
板

に
書
き
出
し
、
簡
単
に
検
討
し
て
、
要
約
を
確
認
し
た
。
私

が
押
さ
え
た
か
っ
た
作
品
の
内
容
は
、
第
一
場
面
で
は
「
カ

エ
ル
く
ん
も
ネ
ズ
ミ
く
ん
も
『
ぼ
く
』
で
あ
り
、『
き
み
』
で

あ
る
。
ま
た
、「
き
み
」
と
呼
び
か
け
る
と
相
手
は
「
ぼ
く
」

で
あ
り
、「
ぼ
く
」
と
い
う
こ
と
は
相
手
に
「
き
み
」
と
認
め

ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。」、
第
二
場
面
で
は
、「
ぼ
く
が
い
る
か

ら
（
い
て
は
じ
め
て
）、
き
み
が
い
る
。
そ
し
て
ぼ
く
は
、
き

み
が
い
る
か
ら
（
い
て
は
じ
め
て
）、
き
み
の
き
み
に
な
る
。

（
つ
ま
り
、
ぼ
く
は
一
人
で
は
き
み
に
な
れ
な
い
。）
さ
ら
に
、

ぼ
く
は
き
み
と
呼
ば
れ
な
け
れ
ば
、
ぼ
く
に
な
れ
な
い
の
で

は
な
い
か
。（
つ
ま
り
、
ぼ
く
は
、
き
み
の
き
み
と
し
て
は
じ

め
て
、
ぼ
く
な
の
で
は
な
い
か
。）」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
第

二
場
面
の
途
中
で
避
難
訓
練
が
始
ま
り
、
授
業
は
中
断
と

な
っ
た
。（
避
難
訓
練
が
あ
る
こ
と
は
授
業
の
は
じ
め
に
生
徒

た
ち
が
教
え
て
く
れ
た
が
、
そ
の
開
始
時
間
は
わ
か
ら
な

か
っ
た
。）
授
業
を
ま
と
め
よ
う
と
し
て
、「『
き
み
』
や
『
ぼ

く
』、『
わ
た
し
』
や
『
あ
な
た
』
っ
て
、
普
段
は
当
た
り
前

で
意
識
し
て
い
な
い
け
ど
、
不
思
議
だ
よ
ね
。」
と
言
い
な
が

ら
、
い
や
今
は
そ
の
よ
う
な
場
合
で
は
な
く
す
ぐ
避
難
訓
練

を
す
べ
き
だ
と
気
付
く
。
私
も
生
徒
た
ち
と
一
緒
に
避
難
訓

練
を
し
た
が
、
教
務
手
帳
を
教
室
に
置
き
忘
れ
た
。
素
早
い

判
断
力
や
学
校
の
先
生
と
し
て
の
生
徒
へ
の
責
任
に
つ
い
て

思
わ
ず
反
省
さ
せ
ら
れ
た
。（
な
お
集
会
時
に
生
徒
た
ち
が
静

か
に
並
ん
で
い
た
こ
と
に
も
感
心
し
た
。
先
生
た
ち
の
指
導

が
上
手
な
の
だ
ろ
う
。）

　
授
業
は
途
中
に
な
っ
た
が
、
プ
リ
ン
ト
の
最
後
に
「
感
想

（
読
ん
で
ど
ん
な
感
じ
が
し
ま
し
た
か
？
　
授
業
は
ど
う
で
し

た
か
？
）」
の
欄
を
設
け
て
お
い
た
と
こ
ろ
、「
難
し
か
っ
た
」

「
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
の
と
と
も
に
、「
別
に

全
々(ﾏﾏ)

意
識
し
て
い
な
か
っ
た
け
ど
よ
く
考
え
た
ら
不
思
議

で
お
も
し
ろ
か
っ
た
。」
と
書
い
て
く
れ
た
生
徒
も
い
た
。

「
て
つ
が
く
的
だ
と
思
っ
た
。」
と
い
う
の
も
。
次
回
の
授
業

の
冒
頭
を
借
り
て
あ
ら
た
め
て
私
が
こ
の
授
業
で
伝
え
た

か
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
つ
ま
り
、
み
な
が
そ
れ
ぞ
れ
「
わ

た
し
」
で
あ
り
「
あ
な
た
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
当
た
り
前

だ
け
ど
、
あ
ら
た
め
て
考
え
る
と
不
思
議
で
驚
き
を
感
じ
、

そ
れ
を
一
緒
に
感
じ
た
か
っ
た
こ
と
。
そ
し
て
、「
出
会
い
の

て
つ
が
く
」
の
ど
の
テ
ー
マ
で
も
社
会
生
活
の
ど
の
場
面
で

も
、
き
っ
と
み
な
が
そ
れ
ぞ
れ
「
わ
た
し
」
で
あ
り
、「
あ
な

た
」
で
あ
る
こ
と
、
言
い
換
え
る
と
、
人
が
い
て
自
分
が
お

り
、
自
分
が
い
て
人
が
い
る
こ
と
を
、
少
し
意
識
し
て
み
て

ほ
し
か
っ
た
こ
と
。
私
が
話
し
て
い
る
と
き
、
生
徒
た
ち
は

一
方
で
し
ゃ
べ
り
な
が
ら
、
も
う
一
方
で
聞
い
て
い
た
だ
ろ

う
か
。「
わ
た
し
」
と
「
あ
な
た
」
と
い
う
当
た
り
前
の
こ
と

に
、
何
か
本
質
的
な
こ
と
が
あ
り
そ
う
だ
と
感
じ
て
も
ら
え

た
ら
良
か
っ
た
。

　
実
際
に
授
業
を
し
て
み
て
、
プ
リ
ン
ト
の
改
善
点
も
わ

か
っ
た
。
場
面
を
さ
ら
に
分
け
、
い
く
つ
か
の
場
面
は
あ
ら

か
じ
め
要
約
を
付
け
て
お
く
こ
と
で
、
要
約
の
仕
方
を
例
示

す
る
。
そ
し
て
最
も
考
え
て
ほ
し
い
点
を
絞
っ
て
そ
こ
だ
け

要
約
し
て
も
ら
う
。
ま
た
、
も
っ
と
時
間
を
か
け
て
こ
の
作

品
を
読
む
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
各
自
の
要
約
を

互
い
に
確
認
し
、
理
解
し
あ
い
な
が
ら
、
共
同
で
作
品
の
要

約
と
理
解
を
磨
き
上
げ
て
い
く
。
こ
れ
が
で
き
れ
ば
、
こ
の

作
品
を
媒
介
と
し
て
哲
学
的
な
対
話
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
あ
い
ざ
わ
く
に
こ
）
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　リハビリテ -ションの概念や理学療法士の仕事をまず説明した。次
に、車椅子に関する基礎知識や取り扱い方、平地、坂道や段差での操
作の仕方、障害はどのような場面で生まれるのか等を質問を交えなが
ら説明した。その後、校外に出て実際に車椅子を自分でこいだり、人
に押してもらうなかで具体的に困った事を挙げてもらい、車椅子で街
中を移動する難しさを実感してもらうことにした。今回は車椅子での
移動時の困難さに焦点をあてたが、少しでも身体に変化が生じた時に
は当たり前に過ごしている環境も、作った人はある基準を基にして
作っているために、上手く適応できない人には大きな障害となる可能
性がある事を想像してもらえる事を目標とした。

生徒さんの反応

　授業では生徒さんのなかには、以前に学校が開いた車椅子の介助の
仕方を希望者して習っていた人もいたため、車椅子に慣れている学生
さんもいた。そして今回の授業では、学校の車椅子を使用した為にタ
イプも限られていた。そこで、もっと最新式の車椅子やテレビドラマ
で登場した物を借りるなどして新鮮味をもたせてもよかったと思う。
それは今まで車椅子は移動手段としての目的だけが追求されてきたが、
最近は座って仕事をしたり家事をするなど生活上で座るための機能が
より追求されているからである。そのため快適性やデザインや椅子と
しての機能が求められている。車椅子に求められているものが変化し
ているということはそれを使う人の意識も変化している。それに我々
は気付いているかをもっと強調できれば反応も違ったものになったか
もしれない。
　校外での体験は少し生徒さんが遊びたい気持ちを抑えがたい様に私
には感じた。歩道の形や段差、溝やミラ-の高さ、坂道の角度など、作っ
た時にはそれぞれ目的や基準があるが、全ての人に役立つ物にはなっ
ていないし、時には障害となることを体験してほしかった。しかし、こ
のような事は最近は見聞きする事も増え何となく知っていたり、想像
できるため、体験しなくても考えたら分ることと学生さんは捉えてい
たのかもしれない。

反省

　以上の事を踏まえて、反省としてはもっとダイレクトな障害体験を
してもらった方がよかったかもしれない。例えば、体をほう帯で固定
したままで車椅子にすわって介助されるといかに介助する人もされる
人も動きを制動できないか、或いは、脚が動かない状態で松葉づえを
で歩いてみる。視覚が制限されると我々はどのような肢位をとったり
歩き方になるかを皆で体験しても良かったと考える。具体的なイメ-ジ
を浮びやすくするために患者さんに了解をとってビデオで撮らせても
らおうかと迷った。患者さん達はおそらく主旨を説明すれば協力して
くれるだろうが、今回は色々と考え見送った。　　（たまちまさひろ）

車椅子に乗ってみよう

玉地雅浩
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　中間考査（5/20－24）のため、一週間あいたこともあって、このあた
りでいちど「生徒の意見を聴いてみたい」と思い、おこなった授業。５
限目で「これまでについて」を振りかえり、６限目では「これからにつ
いて」生徒の要望を聴こうとした。
　「さあみんな、意見を言ってごらん」と言ったところで、元気な返事
が返ってくるわけではないことは、これまでの経過から学習していたの
で、アンケート用紙にまず記入してもらったうえで、それをもとにして
私と生徒とのあいだで言葉のやりとりをしようという作戦をとった。

「いちばん印象に残った授業」では、神戸ファッション美術館の百 （々も
も）さんの授業と、理学療法士の玉地さんの授業を挙げる生徒が多かっ
たが、前者は百々さんの名前とその風貌が、また、後者は「車いすに乗っ
た」ということよりも、ただ単に学校の外をうろちょろできたというの
が、その理由だろうとも思う。
　授業の感想として、「英語とかよりぜったいいい」「けっこう話したり
もできておもしろいと思う」「ゲストが多いのが良い」という好意的な
ものもあれば、「難しい」「ぜんぜん出会えんかった。もっとおもしろく
してほしい＆話ばっかりはイヤ！」「ねむくなる」「しずかでしんどい、
もっとうごいていろいろしたい。しゃべっている時間がながい」「思っ
てた感じと違うかった。もっとわかい人とか色々出会いたい」という、
なかなか耳が痛いものも言ってくれた。（残念ながら、この素直な生徒
の意見を契機に、それ以後の授業がよりよく改善されたかどうかは心も
とない。）
　また、ちょうど5/17の全体会で、福井高校での取り組みについて報告
する機会があり、そのときの「映像資料」としてまとめた、過去5回分
の撮影ビデオを生徒に見てもらったのだが、これが大不評。あわせて、
さきのアンケートにおいても「ビデオいらん」「ビデオさつえいをやめ
てほしいッス」など、それまでに授業の風景をビデオ撮影していたこと
にたいする不満を表明する生徒もいた。（なお、ビデオ撮影にかんして
は、最初の授業の日に「こちら側の勉強のために必要である」旨を本間
さんが説明し、いちおう〈生徒の承諾を得た〉ということになってい
た。）
　私じしん、ビデオ撮影は不要だと思っていたので、さっそくその週の
分科会でビデオ撮影の中止を提案したのだが、「この授業をより良くし
ていくための材料として必要」とのつよい異論もあって、話しあいは紛
糾する始末。結局、６/4に「ビデオ撮影についての確認」をあらためて
生徒にとり、とりあえず〈授業担当者のみを撮影する（つまり、生徒の
姿は写さない）〉ということでいちおう決着したのだが、さきの分科会
において私は、かなり感情の揺らいだ姿をメンバーに見せてしまったこ
ともあって、このあたりのことは、個人的にあまり思い出したくない出
来事である。　　　　　　　　　　　　　　　　　（みうらたかひろ）

生徒の意見をきいてみる

三浦隆宏
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福井高校のみなさん、こんにちは。
先日「であいのてつがく」でお会いした、看護婦の伊藤悠子です。
　授業では、不慣れな講師にもかかわらず話を熱心に聴いてくだ
さって、うれしかったです。どうもありがとうございました。

アンケートもしっかり書いてくださいましたので、ひとりひとりの意見を読ませていただいて、お返事
がしたくなりました。どなたが書いてくださったかは分かりませんので、 「みなさんに」ということ
で、読んでくださいね。

“““““いいいいいろろろろろんんんんんななななな専専専専専門門門門門用用用用用語語語語語がががががあああああっっっっってててててむむむむむずずずずずかかかかかっっっっったたたたたととととと思思思思思っっっっったたたたたりりりりりしししししたたたたた。。。。。”””””
→ そうですねー。性の決定には４段階もあって、それぞれ連続している、
 ということを説明する部分が長かったですね。
 プリントとか、読むものの量が多いのを避けようとして、かえって集中
 するのに疲れてしまったのでは・・と反省しました。ごめんね。

“““““性性性性性同同同同同―――――性性性性性障障障障障害害害害害ととととといいいいいうううううのののののはははははむむむむむずずずずずかかかかかしししししいいいいい問問問問問題題題題題なななななんんんんんだだだだだなななななぁぁぁぁぁ―――――ととととと思思思思思っっっっったたたたた。。。。。
　　　　　性性性性性にににににはははははいいいいいろろろろろいいいいいろろろろろなななななここここことととととがががががあああああるるるるるのののののがががががわわわわわかかかかかっっっっったたたたた。。。。。”””””
→ そうそう、どんなセクシュアリティの人も、自分が主人公ですよね。

“““““いいいいいろろろろろんんんんんななななな人人人人人がががががおおおおおるるるるるんんんんんやややややととととと思思思思思っっっっったたたたた。。。。。”””””
→ それが伝わったのはうれしいです。さまざまな性自認(私って何者？）
 多様な性指向(男が好き，女が好き，その他etc.)それをどう生きるか、
 選択も様々。自分や相手が互いによいと思えることなら、何だってアリ☆

性の多様性について
伊藤さんが伝えたかったこと

　芦原病院で看護士をなさっている伊藤悠子さんは、産婦人科で若い

お母さん達の手助けをする一方で、さまざまなセクシュアリティを持

つ人々を支える活動をされています。伊藤さんは、福井高校の生徒達

に性の多様性についてご自分の経験を交えてお話をしてくれました。

生徒達の質問・感想に対して伊藤さんからこんなお返事をいただきま

した。

“““““性性性性性転転転転転換換換換換手手手手手術術術術術ととととと他他他他他ののののの性性性性性(((((中間？中間？中間？中間？中間？)))))についての話”についての話”についての話”についての話”についての話”
→ この意見すごい、って思ったのは(中間？)としてあるトコロ。
 もしかしたら、男女がクリアにふたつに分かれているのではない、と私が
 言ったので、 「それなら中間、というのもおかしいかも？」って考えてく
 れたんかなあ。

“““““性性性性性転転転転転換換換換換ののののの手手手手手術術術術術がががががむむむむむずずずずずかかかかかしししししいいいいいなななななんんんんんてててててしししししらららららなななななかかかかかっっっっったたたたたししししし、、、、、たくさん性転換をのたくさん性転換をのたくさん性転換をのたくさん性転換をのたくさん性転換をの
そんそんそんそんそん
でででででいいいいいるるるるるとととととははははは知知知知知らららららなななななかかかかかっっっっったたたたたのののののでででででそそそそそれれれれれががががが印印印印印象象象象象にににににのののののこここここっっっっったたたたた。。。。。”””””
→ かつては「性転換手術」と呼ばれていたのが、現在は『性別適合手術』
 と改められています(たとえば、女から男になる、とかいうのではなくて
 本人にしたら、本来の自分の性に戻る、という意識だろうと。)
 手術は一度では済まなくて、何段階もあるので、最終的な完了までに年数
 もかかってしまいます。だから、できるだけ早く手術を始めたいのです。
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“““““性性性性性転転転転転換換換換換手手手手手術術術術術ががががが中中中中中止止止止止ににににになななななっっっっったたたたたこここここととととと”””””
→ 自分たちがやりたい手術だったら、研究材料として扱うのに、人の人生
 の幸福や苦しみには関心がないっていう研究者(医者)は本当に困りますね。

“““““せせせせせつつつつつかかかかかくくくくく精精精精精神神神神神療療療療療法法法法法とととととかかかかか終終終終終わわわわわっっっっっててててて手手手手手術術術術術ををををを待待待待待つつつつつててててていいいいいてててててももももも倫倫倫倫倫理理理理理会会会会会でででででののののの承承承承承認認認認認がががががなななななくくくくくててててて
待たされているというのを聞いて、待たされているというのを聞いて、待たされているというのを聞いて、待たされているというのを聞いて、待たされているというのを聞いて、おかしい話だと思った。おかしい話だと思った。おかしい話だと思った。おかしい話だと思った。おかしい話だと思った。"""""
→ それでなくても、日本では公に手術をするといっている大学病院は岡山
 と埼玉医大しかないのに、そこがストップしてしまったら、待っている人
 にしたら絶望的ですよね。
 海外で生活しながら手術ができる人なんて限られてるし、そうなるとヤミ
 で手術するか、自分の―生を本当の意味でスタートすることを、あきらめ
 るしかないのでしょうか・・

“““““新新新新新聞聞聞聞聞ををををを読読読読読んんんんんででででで、、、、、手術をして、手術をして、手術をして、手術をして、手術をして、二人も死んでたなんて知らんかっ二人も死んでたなんて知らんかっ二人も死んでたなんて知らんかっ二人も死んでたなんて知らんかっ二人も死んでたなんて知らんかっ
ててててて
びびびびびっっっっっくくくくくりりりりりしししししたたたたた。。。。。”””””
→ 亡くなられた方や、そのご家族はどんなに無念だったか・・と胸
が苦しくなりますが、あの記事は氷山の―角で、報道されない事故
も、実際には いっぱいあると思います。でも、「恥ずかしいこと」と
か「隠すこと」と 思わされているのをいいことに、裁判にもならず、
警察に通報もされず、闇に葬られたり、内密に収められてしまうこと
がほとんどかもしれません。

“““““クククククリリリリリニニニニニッッッッックククククははははは小小小小小用用用用用(((((信用信用信用信用信用)))))できないと思った。できないと思った。できないと思った。できないと思った。できないと思った。
→ この手術にはたいへんな時間と費用がかかります。病名が付いての手術
 は保険が使えて3割負担なのですが、美容整形だと、保険は利かず10割
 全額負担であるばかりか、技術的にも未熟だったり、後のケアができない
 ところも多く、そういう場合は泣き寝入りになってしまいます。

“““““性性性性性同同同同同―――――性性性性性障障障障障害害害害害
障害なんてすか障害なんてすか障害なんてすか障害なんてすか障害なんてすか??? ?? ?? ?? ?　障害ってどういう意味ですか？？”　障害ってどういう意味ですか？？”　障害ってどういう意味ですか？？”　障害ってどういう意味ですか？？”　障害ってどういう意味ですか？？”
→ 今までに、いろんな勉強を身につけて来られたんですねー。
 この問い、というか意見は「性同―性障害」の、そして自分そのものであ
 る、性と生存の権利【セクシュアル・ライツ】の本質を突いている、と低、
 いましたよ★

どんな当事者にとっても、しぶん自身のかけがえのない、ありのままの性
 (セクシュアリティ)であるのだから、何で「障害」なんてくくり方をする
 のか？変ですよね。
 障害なのは、生き難くしている社会の側じやないか、ってわたしは感じて
 います。 「みんな」にとっての「普通」 「あたりまえ」って―体何なのか、
 その前提を疑わない鈍感さによって傷つくのよ、つて思っちゃうんだよね。

 ということで、あっという間の時間でしたが、みなさんと会えてホントウに
嬉しかったです。今でもー人ひとりの顔が浮かんできます。ありがとう。
性に関する質問や相談などがあれば、いつでも連絡してください。
では、お元気で。                       　　　　　　　 伊藤悠子。（いとうゆうこ）
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授
業
風
景
の
ビ
デ
オ
な
ど
事
前
に
与
え
ら
れ
て
い
た
い

く
つ
か
の
情
報
か
ら
、
お
お
よ
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
描
い
て

い
た
も
の
の
、
実
際
に
生
徒
た
ち
が
ど
う
い
う
反
応
を
示

す
か
は
予
想
で
き
な
か
っ
た
。「
出
た
と
こ
勝
負
で
い
い

か
」
と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
だ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ

い
。
　

　「
生
命
操
作
」
な
ど
と
い
う
、
高
校
生
に
と
っ
て
お
よ
そ

身
近
な
問
題
と
し
て
考
え
る
機
会
も
な
け
れ
ば
、
考
え
て

み
る
動
機
も
見
つ
か
り
そ
う
も
な
い
テ
ー
マ
を
選
ん
だ
の

も
、
と
く
に
明
確
な
理
由
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ

ま
で
に
い
く
つ
か
の
大
学
で
少
人
数
（20

人
く
ら
い
）
の

セ
ミ
ナ
ー
を
受
け
持
ち
、「
現
代
社
会
が
直
面
す
る
諸
問

題
」
と
い
う
こ
と
で
い
ろ
い
ろ
な
ト
ピ
ッ
ク
を
取
り
上
げ

た
際
、
比
較
的
学
生
た
ち
が
興
味
を
持
っ
て
自
分
の
意
見

を
話
す
の
が
主
に
「
生
命
倫
理
」
に
関
す
る
話
題
の
と
き

だ
っ
た
と
い
う
経
験
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
た
し
か
に
一

つ
の
理
由
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。「
な
ん
だ
か
よ
く
分
か
ら

な
い
け
ど
、
世
の
中
に
は
こ
ん
な
こ
と
も
あ
る
の
か
」
と
い

う
く
ら
い
の
関
心
を
示
す
生
徒
が
少
し
は
い
て
く

れ
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
の
が
こ
ち
ら
の
さ
さ
や
か
な
期
待
で

あ
っ
た
。

　
授
業
の
中
で
使
用
し
た
の
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
ビ

ジ
ネ
ス
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
「
精
子
バ
ン
ク
」
と
「
ク

ロ
ー
ン
人
間
づ
く
り
」
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ペ
ー
ジ
、
そ
し

て
そ
れ
ら
に
関
連
す
る
特
集
番
組
の
ビ
デ
オ
で
あ
る
。
前
半

は
、
日
本
国
内
に
お
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
精
子
バ
ン

ク
の
ビ
ジ
ネ
ス
を
行
っ
て
い
る
「
エ
ク
セ
レ
ン
ス
」
と
い
う

サ
イ
ト
と
、
新
興
宗
教
団
体
「
ラ
エ
リ
ア
ン
・
ム
ー
ブ
メ
ン

ト
」
が
実
質
的
な
運
営
主
体
で
あ
る
「
ク
ロ
ー
ン
エ
イ
ド
」
の

サ
イ
ト
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
主
な
ペ
ー
ジ
を
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト

し
た
も
の
を
資
料
と
し
て
配
付
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
説
明
を

加
え
な
が
ら
、
生
徒
か
ら
質
問
や
感
想
を
受
け
る
と
い

う
形
で
進
め
た
。

　
当
初
の
予
想
通
り
と
言
っ
て
い
い
の
か
、「
な
ん
だ
こ
れ

は
」
と
い
っ
た
若
干
の
興
味
を
伴
う
反
応
を
示
す
生
徒
と
、

「
ど
う
で
も
い
い
や
」と
い
う
感
じ
の
無
反
応
に
近
い
生
徒
と

に
分
か
れ
た
よ
う
だ
。「
何
か
質
問
は
？
」「
ど
う
い
う
想
を

持
っ
た
？
」
と
い
っ
た
、
自
由
に
発
言
を
求
め
る
問
い
か
け

に
応
答
し
て
も
ら
え
る
可
能
性
は
お
そ
ら
く
な
い
だ
ろ
う
と

い
う
こ
ち
ら
の
「
決
め
つ
け
」
が
、
生
徒
の
側
に
も
伝
わ
っ

て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
指
名
さ
れ
な
い
限
り
口
を
開
く
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得体の知れないもの
との「出会い」？

霜田求

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
し
、
指
名
さ
れ
て
も
ぼ
そ
っ
と
一
言

答
え
る
か
押
し
黙
っ
た
ま
ま
下
を
向
い
て
い
る
、
と
い
う
よ

う
な
状
況
だ
っ
た
。

　
と
り
あ
え
ず
何
か
話
し
て
も
ら
わ
な
い
こ
と
に
は
進
ま
な

い
の
で
、
無
理
矢
理
に
意
見
を
言
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
と
な
り
同
士
で
質
問
内
容
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
も
何
度
か
あ
っ
た
が
、
と
に
か
く
興
味
を
抱
い
て
も

ら
う
こ
と
が
大
事
だ
ろ
う
と
思
い
、
し
ば
ら
く
ザ
ワ
ザ
ワ
す

る
こ
と
も
放
任
し
た
。「
沈
黙
に
耐
え
ら
れ
な
い
」
と
い
う
よ

り
む
し
ろ
「
せ
っ
か
ち
」
な
性
分
か
ら
、
生
徒
が
黙
り
続
け

て
い
る
と
、
何
と
か
答
え
や
す
い
よ
う
に
と
次
々
に
質
問
を

変
え
て
い
く
お
せ
っ
か
い
な
教
師
を
前
に
、
生
徒
た
ち
ま
す

ま
す
息
苦
し
く
な
っ
て
い
く
よ
う
だ
っ
た
。
長
年
教
え
る
と

い
う
仕
事
（
塾
、
予
備
校
を
含
め
て
）
に
従
事
し
て
き
た
も

の
の
、
こ
う
し
た
重
苦
し
い
事
態
を
打
開
す
る
力
量
に
乏
し

い
た
め
、
ひ
た
す
ら
時
が
過
ぎ
る
の
を
待
つ
と
い
う
「
空
気
」

の
中
で
ほ
と
ん
ど
な
す
術
が
な
い
。

　
後
半
の
ビ
デ
オ
鑑
賞
の
と
き
に
も
、
集
中
し
て
見
て
い
と

い
う
状
態
で
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
と
き
ど
き
「
へ
え
ー
」
と

い
う
感
じ
で
お
も
し
ろ
が
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の

後
ク
ロ
ー
ン
人
間
づ
く
り
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
書
か
せ

て
、
そ
の
内
容
を
口
頭
で
話
し
て
も
ら
う
。
そ
れ
ま
で
の
経

緯
か
ら
や
や
意
外
だ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
な
り
に

考
え
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
た
の
で
ほ
っ
と
し
た
の
を
記

憶
し
て
い
る
。

　「
大
学
の
先
生
」
が
や
っ
て
き
て
「
生
命
操
作
」
と
い
う

テ
ー
マ
で
梅
雨
空
の
う
っ
と
う
し
い
日
に
行
わ
れ
た
授
業
、

―
―
そ
れ
が
、生
徒
た
ち
に
と
っ
て
非
日
常
の
世
界
か
ら
出

現
し
て
き
た
得
体
の
知
れ
な
い
も
の
と
の
「
出
会
い
」
に

な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
今
も
っ
て
よ
く
分
か
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
し
も
だ
も
と
む
）
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　6月 25日に福井高校に出かけた。2週間続けて授業を担当する

予定だったが、高校の催しのため１週はつぶれてしまった。

　授業をやる側（ふつうは教師だが）からすると、とくに男子生

徒たちの間で私語が多いのはやはり気になる。もっとも、「好きな

ところに座っていいよ」と最初に言ったのは私自身で、これが私

語の温床になったかもしれない。そこで、やり方を転換した。休憩時間が

終わり、授業が再開されたとき、「言いたいことがあったら、気の合った

者同士の私語として言うのではなく、みんなに向けて言う」ように、強く

生徒たちに要請したのである。これは大切なことだと思った。私語の仲間

に入れない生徒が疎外されることを避ける、教室全体のコミュニケーショ

ンを確保するというねらいもある。

  私の授業は次にように構成されていた。目的は、「学校とは何をするとこ

ろか」について考えてもらうことである。次のいくつかの問いを生徒に出

し、一人ずつ答えてもらった。各自Ａ4の紙に自分の答えを書き、それを

持って順次前に出て、読み上げてもらうのである。そのとき、私の方から

発表者に簡単な質問をして、押し出しの弱い生徒をプッシュしたり、気づ

きにくいポイントを確認したりした。私の出した問いは、1.「学校ででき

る好きなこと」、2.「学校でやらされるいやなこと」、3.「学校以外ででき

る好きなこと」、4.（2.の「学校でやらされるいやなこと」に対する自分

自身の答えを振り返り）「なぜいやなのか」である。

　「学校でできる好きなこと」は、部活や友達としゃべることだという答

えが多かった。

ある生徒は「部活」と縦書きし、周りに温泉マークなどさまざまな図形を

書き添えていた。図形的な表現もきっと大切なのだろうが、私にはうまく

受けとめられなかった。ずいぶん迷ったあと、「今のところ授業中……?

（友達がいたら友達と話している時間だと思う?）」と書いた生徒もあって、

この煮え切らないように見える言い方のかげでいろいろ考えていること

は、質問してみるとわかった。

　「学校でやらされるいやなこと」への答え。「学力主義とかいやなじゅ

私が福井高校で

したこと、考え

たこと

中岡成文
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ぎょうとか」。「1.人とかかわること（体育でチームを組んだり、調理実習

などなど…。）2.ある人（イヤな人）にからまれること。3.定期テスト（こ

れはしょうがない…・）」。「レポート書かされる」。「感想文を書かされる

時。→それを読まれるとき　そうじ」。「陸上　勉強できない人をばかにす

る教師」。「器械体操はイヤ　携たい電話持ってるって自慢する奴がイヤ」

（2つの「イヤ」の右上に怒っているしるし）。

　「学校以外でできる好きなこと」。軽音楽クラブの男子が複数いるせいか、

音楽、テレビ、寝ることという答えがとても多かった。ある生徒は、縦に

大きく「睡眠」と書き、その2字の間に横書きで、「てれびにつきる」と書

く。あとは四辺に「ねるねるねるねる………ねるねるねるねる………」とずっと書き連ねてある。

他の答えでは、全面に大きく「ＴＶ」、その後小さく「がみれる」、「あとね

れる、音楽をきく、ハジケれる」とあった。「ハジケれるハジケれる」の意味を尋ね

たがはっきりしなかった。生徒たちには通じているらしい。

　「学校でやらされるいやなこと」はなぜいやなのか。「せいり的せいり的［横の生

徒に漢字を尋ねていたがわからなかったらしい］にうけつけないから　にうけつけないから　

かんにさわるからかんにさわるから」。「人生　勉強できてもあんまりこのごろ関係ない人生　勉強できてもあんまりこのごろ関係ない

からから!!!!　勉強しかできないやつのほうがアホやと思う。　勉強しかできないやつのほうがアホやと思う。!!!!!!!!!!!!!!!」。といっ

た調子だった。

　もともとは、哲学的な対話方法論・グループワークであるソクラティク・

ダイアローグ（SD）をやりたかった。「学校とは何をするところか」とい

うテーマのもとに、大学の共通教育でSDタイプの授業をやっているので、

それと似たことができるかなと思っていた。しかし大学生のような集中力

とコミュニケーション能力を高校生に期待するのはむりだと忠告された。

それで具体性や参加性を強めるために、A4の紙に各自で答え（や絵）を書

いてもらい……という上述の手法を取り入れることにしたのである。この

ねらいはかなり当たり、生徒の率直な表現を引き出せたと思っている。そ

れを深め、「学校とは何をするところか」というテーマを考察するところま

では行かなかったのは事実であるが、ともあれこのような場をコーディ

ネートしてくれた、会沢さん、高橋さん、三浦君に感謝したい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（なかおかなりふみ）

学校とは

何をする

ところか

イラスト
生徒による

（授業中のプ
リント）
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「
音
楽
を
み
ん
な
で
聴
こ
う
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
浦
隆
宏

　
音
楽
と
い
う
、
い
わ
ば
共
通
のm

edium

を
介
し
て
、
私
と
生

徒
と
の
あ
い
だ
で
、ま
た
生
徒
ど
う
し
の
あ
い
だ
で
、〈
話
し
て
、

聴
く
〉と
い
う
、こ
と
ば
の
や
り
と
り
が
で
き
た
ら
い
い
な
と
思

い
、お
こ
な
っ
た
授
業｡

（
幸
い
に
も
、
音
楽
を
聴
く
の
は
き
ら
い

だ
と
い
う
生
徒
は
い
な
か
っ
た
。）

　
生
徒
に
は
あ
ら
か
じ
めC

D

も
し
く
はM

D

を
持
っ
て
き

て
も
ら
い
、自
分
が
聴
き
た
い
曲
、
も
し
く
は
み
ん
な
に
聴
か
せ

た
い
曲
を
再
生
し
て
も
ら
う｡

そ
し
て
、
私
が
そ
の
生
徒
に
「
そ

の
曲
の
ど
う
い
っ
た
と
こ
ろ
が
好
き
な
の
？
」「
そ
の
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
の
曲
で
ほ
か
に
好
き
な
の
は
？
」
な
ど
と
い
ろ
い
ろ
尋
ね
、

答
え
て
も
ら
う｡

そ
の
こ
と
で
、
自
分
の
思
い
を
他
人
に
伝
え
る

こ
と
の
む
ず
か
し
さ
を
実
感
す
る
と
と
も
に
、
他
の
生
徒
の
意

岸
田
　
智

音
楽
雑
誌
の
編
集
者
を
し
て
い
た
と
い
う
社
会
人
経
験
を
生
か
し

て
、
福
井
高
で
の
今
回
の
授
業
で
は
、「
音
楽
を
聴
く
」
と
い
う

テ
ー
マ
で
二
学
期
に
２
回
、「
小
冊
子
を
編
集
す
る
」と
い
う
テ
ー

マ
で
二
・
三
学
期
あ
わ
せ
て
７
回
の
、
計
９
回
の
授
業
を
担
当
し

た
。

二
学
期
の
「
音
楽
を
聴
く
」
に
関
し
て
は
、2

回
分
の
授
業
の
目

標
を
「
好
き
な
音
楽
を
素
材
に
自
由
に
話
し
合
う
」
と
い
っ
た
と

こ
ろ
に
大
ま
か
に
設
定
し
、
ま
ず
１
回
目
の
授
業
で
、
生
徒
た
ち

に
普
段
好
き
で
聴
い
て
い
る
音
楽
を
教
室
に
持
ち
寄
っ
て
も
ら

い
、
互
い
に
聞
き
比
べ
を
し
な
が
ら
印
象
を
述
べ
た
り
意
見
交
換

を
試
み
、
２
回
目
に
今
度
は
講
師
の
岸
田
の
方
か
ら
、
音
楽
を
語

る
に
は
こ
の
よ
う
な
方
法
も
あ
る
と
い
う
１
つ
の
サ
ン
プ
ル
を
、

実
際
の
曲
を
使
っ
て
示
そ
う
と
考
え
た
。
ク
ラ
ス
に
は
軽
音
楽
部

に
在
籍
し
て
い
る
生
徒
が
何
人
か
い
る
と
の
事
前
情
報
も
あ
っ
た

の
で
、
音
楽
に
つ
い
て
活
発
な
話
し
合
い
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
た
。

実
際
の
授
業
は
、
だ
が
、
こ
ち
ら
の
思
惑
通
り
に
は
な
か
な
か
進

ま
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
生
徒
は
め
い
め

い
自
分
の
好
き
な
音
楽
を
持
っ
て
き
て
く
れ
た
が
、
順
番
に
自
分

の
曲
を
か
け
て
簡
単
に
曲
の
説
明
を
し
、
岸
田
や
他
の
阪
大
メ
ン

バ
ー
と
２
，
３
や
り
と
り
を
し
た
後
は
、
他
の
生
徒
が
持
っ
て
き

た
曲
に
関
し
て
、
隣
に
座
っ
て
い
る
仲
の
い
い
友
人
と
仲
間
内
の

会
話
を
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
ク
ラ
ス
全
体
に
対
し
て
自
分
の

印
象
や
意
見
を
発
言
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
生
徒
の
口
は
少
な
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見
を
聴
く
こ
と
に
よ
っ
て
、そ
の
生
徒
の
新
た
な
一
面
を
も
発
見

し
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
た
わ
け
で
あ
る｡

　
も
ち
ろ
ん
、
じ
っ
さ
い
の
と
こ
ろ
は
、
い
ろ
い
ろ
な
曲
を
か
け

て
い
れ
ば
２
時
間
な
ん
て
あ
っ
と
い
う
間
だ
し（
ぜ
ん
ぶ
で
２
０

曲
ち
か
く
聴
い
た
）、
生
徒
も
（
１
学
期
の
よ
う
に
）
ひ
と
の
話

ば
か
り
聴
か
さ
れ
る
の
よ
り
も
、音
楽
を
聴
か
さ
れ
る
ほ
う
が
ま

だ
マ
シ
だ
ろ
う
、
と
い
う
考
え
も
あ
っ
た｡

な
に
し
ろ
、
９
月
の

上
旬
は
ま
だ
暑
か
っ
た
か
ら｡

　「
た
だ
、
ば
く
ぜ
ん
と
聴
い
て
い
る
だ
け
で
は
眠
た
く
な
っ
て

し
ま
う
か
ら
」
と
い
う
の
を
理
由
に
し
て
、
そ
の
日
に
聴
い
た
曲

を
〈
よ
く
知
っ
て
い
る
曲
〉〈
聴
い
た
こ
と
は
あ
る
け
ど
あ
ま
り

知
ら
な
い
曲
〉〈
ぜ
ん
ぜ
ん
知
ら
な
い
曲
〉
に
分
類
す
る
作
業
と
、

「
き
ょ
う
聴
い
た
曲
の
な
か
で
、
い
ち
ば
ん
印
象
に
残
っ
た
曲
は

何
で
し
た
か｡

ま
た
、
そ
の
理
由
は
何
で
す
か
？
」
と
い
う
問
い

に
た
い
す
る
答
え
を
書
く
作
業
は
、最
低
限
の
課
題
と
し
て
課
し

て
お
い
た
の
だ
け
れ
ど
、み
ん
な
そ
れ
な
り
に
き
ち
ん
と
書
い
て

く
れ
て
い
た｡

　
私
じ
し
ん
、
こ
の
授
業
に
お
い
て
、
平
井
堅
の
『
大
き
な
古
時

計
』
と
〈
出
会
え
た
〉
し
、
ま
た
（
私
の
好
き
な
）
ミ
ス
チ
ル
が

い
ま
の
高
校
生
の
な
か
で
も
根
強
い
人
気
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を

知
れ
た
こ
と
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
と
収
穫
は
あ
っ
た｡

そ
の
う
え
、

あ
る
生
徒
か
ら
は「
自
分
入
れ
て
１
０
人
の
音
の
好
み
と
か
が
分

か
っ
て
お
も
し
ろ
か
っ
た｡

」
と
い
う
感
想
ま
で
得
た
わ
け
だ
か

ら
、「
こ
の
授
業
は
ま
ず
ま
ず
う
ま
く
い
っ
た
」
と
思
っ
て
い
る

し
だ
い
で
あ
る｡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
み
う
ら
た
か
ひ
ろ
）

か
ら
ず
動
い
て
お
り
、
何
か
は
話
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
が

1

人
な
い
し
数
人
の
間
の
お
し
ゃ
べ
り
に
止
ま
っ
て
、
ク
ラ
ス
全

体
へ
発
せ
ら
れ
る
意
見
、発
言
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
印
象
だ
っ

た
。2

回
目
の
授
業
も
、
講
義
形
式
中
心
の
展
開
と
な
っ
た
た
め
、

ク
ラ
ス
の
雰
囲
気
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

生
徒
が
積
極
的
に
発
言
し
づ
ら
か
っ
た
理
由
に
は
、
素
材
を
「
好

き
な
音
楽
」
と
し
た
こ
と
も
関
係
し
て
い

た
だ
ろ
う
と
思
う
。そ
の
曲
や
音
楽
が
好
き
な
理
由
は
？
と
聞
か

れ
て
も
、
当
人
で
も
そ
れ
を
言
葉
で
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
い

し
、
ま
た
、
人
が
好
き
だ
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
感
覚
や

嗜
好
を
云
々
す
る
こ
と
は
ど
こ
か
憚
ら
れ
る
も
の
だ
か
ら
だ
。そ

の
意
味
で
、
活
発
な
話
し
合
い
を
期
待
す
る
素
材
と
し
て
は
、
音

楽
と
い
う
テ
ー
マ
は
少
し
ハ
ー
ド
ル
が
高
か
っ
た
か
も
し
れ
ず
、

授
業
を
作
る
こ
ち
ら
側
に
テ
ー
マ
決
め
に
関
て
、安
易
さ
が
あ
っ

た
点
は
反
省
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
　
た
だ
、
生
徒
の
言
葉
が

仲
間
内
の
お
し
ゃ
べ
り
に
止
ま
っ
て
、ク
ラ
ス
全
体
へ
の
意
見
と

し
て
発
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、そ
れ
だ
け
が
理

由
で
は
な
い
よ
う
に
も
感
じ
た
。ど
こ
か
表
立
っ
て
意
見
を
表
明

す
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
、自
分
の
意
見
が
議
論

の
俎
上
に
上
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。単
な

る
憶
測
だ
が
、
仮
に
自
分
の
意
見
が
否
定
さ
れ
る
と
、
人
格
ま
で

も
否
定
さ
れ
た
よ
う
に
感
じ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。音
楽
に
つ

い
て
自
由
に
話
し
合
お
う
と
授
業
の
最
初
に
呼
び
か
け
る
と
き

に
、意
見
交
換
を
す
る
の
は
意
見
の
優
劣
を
決
め
る
た
め
で
は
な

く
、ク
ラ
ス
が
共
有
で
き
る
意
見
の
場
と
い
っ
た
も
の
を
作
り
た

い
か
ら
だ
、と
い
う
こ
と
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
べ
き
だ
っ
た

か
と
思
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
き
し
だ
さ
と
し
）
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「
こ
と
ば
と
で
あ
う
。
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
仕
事
を
通
じ
て
」

１
、
動
機

「
あ
の
時
、
あ
の
人
に
、
あ
の
一
言
を
言
っ
て
い
れ
ば
、
わ
た
し
の
人

生
か
わ
っ
た
の
に
」

「
、、、
口
は
災
い
の
元
、、、」
こ
ん
な
思
い
は
誰
の
胸
の
中
に
も
、
大
な

り
小
な
り
存
在
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
と
ば
は
、
生
き
物
で
あ
る
。

時
に
は
、
龍
の
よ
う
に
暴
れ
、
風
の
よ
う
に
そ
よ
ぐ
こ
と
ば
を
仕
事
の

ツ
ー
ル
と
し
て
、
早
１
２
年
。
し
ゃ
べ
り
手
と
し
て
の
職
業
的
側
面
に

於
い
て
も
、
当
年30

歳
の
ひ
と
り
の
女
性
と
し
て
も
、
こ
と
ば
を
媒

介
に
し
て
、
自
ら
の
感
情
を
表
現
す
る
こ
と
、
他
の
人
間
と
の
交
通
を

活
発
に
す
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
手
段
と
し
て
の
こ
と
ば
を
的
確
に
選

び
だ
す
こ
と
の
重
要
性
そ
し
て
、
難
し
さ
を
日
増
し
に
感
じ
て
い
る
。

し
ゃ
べ
り
手
（
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
）
と
い
う
職
業
へ
の
理
解
を
深
め
る
、

ま
た
、
日
本
と
い
う
風
土
で
生
活
を
す
る
以
上
逃
れ
ら
れ
な
い
日
本

語
、
身
近
な
こ
と
ば
に
対
し
て
、
繊
細
な
感
覚
を
養
う
、
こ
の
２
点
を

軸
に
、
福
井
高
校
で
の
授
業
に
臨
ん
だ
。

２
、
授
業
内
容
、
風
景

今
回
わ
た
し
が
用
意
し
た
の
は
、
１
基
本
の
発
声
、
２
自
己
紹
介
、
３

ニ
ュ
ー
ス
原
稿
、
４
ラ
ジ
オD

J(

曲
紹
介
）
の
４
点
で
あ
る
。

授
業
の
導
入
部
分
と
し
て
、
ま
ず
は
、
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
根
底
部
分
を

感
じ
て
も
ら
っ
た
。
し
ゃ
べ
り
手
（
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
）
の
仕
事
は
主
に

２
つ
に
分
け
ら
れ
、
必
要
と
さ
れ
る
能
力
は
４
部
門
あ
る
。

　
仕
事
　
　
１
、
読
み
手
（
ニ
ュ
ー
ス
や
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
等
）

　
　
　
　
　
２
、
表
現
者
（
ラ
ジ
オ
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
、D

J

等
）

ことばとであう。ことばとであう。ことばとであう。ことばとであう。ことばとであう。
アナウンサーの仕事を通じてアナウンサーの仕事を通じてアナウンサーの仕事を通じてアナウンサーの仕事を通じてアナウンサーの仕事を通じて

吉見　由香吉見　由香吉見　由香吉見　由香吉見　由香



29

　
能
力
　
　
１
、
読
む
技
術

　
　
　
　
　
２
、
発
声
を
支
え
る
身
体
機
能

　
　
　
　
　
３
、
言
語
能
力
（
表
現
能
力
）

　
　
　
　
　
４
、
感
性
（
感
情
）

ま
た
、
そ
の
ど
の
部
分
に
も
、
幼
い
頃
の
読
書
量
で
決
ま
る
日
本

語
総
合
力
と
、
リ
ズ
ム
感
な
ど
が
要
求
さ
れ
る
。
な
ど
、
な
に
げ

な
い
話
す
と
い
う
行
為
も
、
不
断
の
努
力
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を

紹
介
し
た
。

授
業
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
、
お
年
頃
の
高
校
生
達
が
、
大
き

な
声
を
出
し
て
く
れ
る
か
、
と
い
う
懸
念
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
座

席
表
を
作
成
す
る
た
め
に
、
名
前
の
漢
字
を
生
徒
達
に
順
に
説
明

し
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ（Ex,

大
吉
の
吉
に
、目
で
見
る
の
見
る
で
、

吉
見
で
す
）、や
や
う
つ
む
き
加
減
な
が
ら
ア
イ
デ
ア
を
ひ
ね
り
出

し
楽
し
そ
う
に
対
応
し
て
く
れ
た
。
ま
ず
は
一
安
心
。

後
は
、V

TR

に
あ
わ
せ
て
、
ニ
ュ
ー
ス
の
原
稿
を
読
ん
だ
り
、
イ

ン
ト
ロ
に
合
わ
せ
て
秒
単
位
で
曲
紹
介
を
し
て
み
た
り
。TV

や
ラ

ジ
オ
で
普
段
、
生
徒
達
が
身
近
に
触
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
だ
け

に
、
思
い
の
ほ
か
ス
ム
ー

ス
に
事
が
運
ん
だ
。

　
初
対
面
で
あ
っ
た
生
徒

達
が
ど
の
よ
う
な
性
格
で
、

ど
の
よ
う
な
バ
ッ
ク
グ
ラ

ウ
ン
ド
を
持
ち
、
ど
れ
程

の
能
力
を
持
ち
合
わ
せ
て

い
る
の
か
全
く
わ
か
ら
な

い
ま
ま
で
の
実
技
で
は

あ
っ
た
が
、
照
れ
な
が
ら

も
た
の
し
そ
う
な
瞳
が
、

か
れ
ら
の
純
粋
な
興
味
を
物
語
っ
て
い
た
よ
う
に
感
じ
る
。
た
だ
、
反

省
点
と
し
て
は
、短
時
間
で
の
単
発
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
た
た
め
に
、表

面
的
な
部
分
の
み
し
か
扱
え
ず
、今
一
歩
踏
み
込
ん
だ
地
点
ま
で
は
、到

達
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

３
、
ま
と
め

　
様
々
な
事
象
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
こ
の
広
い
世
界
。
ま
ず
は
、
対
象

に
出
逢
い
、自
ら
の
身
に
微
か
な
が
ら
も
通
し
て
体
験
し
て
み
な
い
と
、

永
遠
に
、
理
解
の
一
端
と
は
な
ら
な
い
。

出
逢
う
、
触
れ
る
、
感
じ
る
。

今
回
の
「
で
あ
い
の
て
つ
が
く
」
に
よ
っ
て
、
若
い
か
れ
ら
の
心
に
、「
こ

と
ば
／
話
す
」
と
い
う
単
語
が
彼
等
な
り
の
解
釈
で
書
き
加
え
ら
れ
た

と
す
れ
ば
、
嬉
し
い
限
り
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
と
ば
の
源
泉
は
「
感

情
」
で
あ
る
。
し
ゃ
べ
り
手
と
し
て
現
場
に
立
つ
中
で
、
常
に
そ
の
必

要
性
を
感
じ
て
き
た
、
感
情
面
で
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
（
通
常
、
そ
れ
は

主
に
俳
優
に
向
け
て

行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
わ
た
し
は
、
そ
れ
を
「
感
情
の
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
」
と
呼
び
、
日
常
生
活
で
も
十
分
に
応
用
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
）

も
機
会
が
あ
れ
ば
、
体
験
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
今
、
世
界
は
何
が
起
こ
る
か
解
ら
な
い
無
気
味
な
深
度
を
、
た
た
え

て
い
る
。
そ
の
世
界
を
分
け
拓
く
道
具
と
し
て
は
、
わ
た
し
た
ち
は
、
い

ま
は
、
こ
と
ば
し
か
持
ち
得
て
い
な
い
。
教
育
現
場
に
於
い
て
も
、
ま

た
お
と
な
も
含
め
て
こ
と
ば
に
対
し
て
の
、
愛
情
、
尊
敬
、
恐
れ
が
希

薄
に
な
っ
て
き
て
い
る
今
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、
世
界
を

分
け
拓
き
、
自
ら
を
表
す
訓
練
を
積
ん
で
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。
花
に

も
剣
に
も
な
る
こ
と
ば
。
長
い
人
生
、
花
を
摘
ん
で
歩
く
方
が
、
ず
っ

と
、
豊
か
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
よ
し
み
ゆ
か
）
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福
井
高
校
で
の
授
業
を
終
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
重
信
嘉
彦

　　
私
は
平
成
１
４
年
１
０
月
８
日
（
日
）
５
限
目
に
、

『
寝
返
り
に
つ
い
て
〜
介
護
の
場
面
で
の
一
場
面
〜
』

と
い
う
テ
ー
マ
で
授
業
を
実
施
し
た
。
当
日
、
実
習

室
（
教
室
）
で
学
生
を
最
初
に
見
た
と
き
の
印
象
は
、

「
噂
通
り
の
学
生
た
ち
。
こ
れ
か
ら
１
時
間
も
長
い

な
」
と
感
じ
た
。

　
事
前
打
ち
合
わ
せ
の
時
や
、
既
に
授
業
を
終
え
ら

れ
て
い
た
方
た
ち
か
ら
、
学
生
の
様
子
を
聞
い
て
い

た
だ
け
に
、
少
し
不
安
を
抱
え
た
状
態
で
授
業
を
開

始
し
た
。
授
業
が
始
ま
っ
て
か
ら
の
学
生
た
ち
の
態

度
は
、
正
直
な
と
こ
ろ
あ
ま
り
褒
め
ら
れ
た
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
授
業
前
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
態
度

10 月 8 日

五時間目

寝返りについて　重信

で
あ
っ
た
。
友
達
同
士
で
話
を
し
て
ば
か
り
で
、
私

の
話
を
聞
い
て
い
る
も
の
は
い
な
い
。

私
自
身
今
回
の
授
業
に
あ
た
り
計
画
書
を
作
成
す
る

中
で
、
か
し
こ
ま
っ
た
状
態
で
授
業
を
進
め
る
の
で

は
な
く
、
介
護
の
現
場
で
の
様
子
を
紹
介
す
る
こ
と

で
少
し
で
も
介
護
に
対
し
て
関
心
を
持
っ
て
ほ
し
い
。

そ
う
い
っ
た
思
い
が
あ
っ
た
の
で
、
最
初
の
挨
拶
で

は
「
気
楽
な
気
持
ち
で
僕
の
話
を
聞
い
て
く
だ
さ

い
。」「
少
し
で
も
介
護
の
こ
と
を
分
か
っ
て
も
ら
っ

た
ら
今
日
の
授
業
は
充
分
で
す
」
と
言
っ
た
。

今
振
り
返
る
と
、
そ
の
発
言
が
反
省
点
の
始
ま
り
で

あ
っ
た
と
思
う
。

授
業
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

Ⅰ
導
入
：
１
）
講
師
自
己
紹
介

２
）
今
回
の
授
業
の
ね
ら
い
に
つ
い
て

Ⅱ
実
習
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
：
１
）
授
業
の
タ
イ

ム
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
説
明

Ⅲ
実
習
：
１
）
寝
返
り
に
つ
い
て

　
　
　
　
２
）
寝
返
り
（
説
明
な
し
）

　
　
　
　
３
）
寝
返
り
（
説
明
あ
り
）

Ⅳ
意
見
発
表
：
１
）
寝
返
り
介
助
を
実
際
に
実
施
し

て
の
感
想
発
表

Ⅴ
ま
と
め

Ⅰ
導
入
で
は
、
同
居
家
族
に
高
齢
者
が
い
て
な
い
こ

と
も
あ
り
、介
護
に
関
心
が
な
い
学
生
が
多
い
中
で
、

１
名
だ
け
介
護
（
老
人
介
護
）
に
興
味
を
持
っ
て
い

る
学
生
（
男
子
学
生
）
が
い
た
。
授
業
を
進
め
て
い

く
中
で
こ
の
学
生
を
パ
ー
ト
ナ
ー
的
存
在
に
し
よ
う
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と
考
え
た
。
し
か
し
、
こ
の
学
生
は
控
え
め
な
性
格

だ
っ
た
の
か
、
私
が
発
言
を
求
め
て
も
あ
ま
り
積
極

的
な
返
答
は
な
か
っ
た
。
こ
の
学
生
だ
け
で
な
く
、

授
業
に
参
加
し
て
い
た
学
生
全
員
が
積
極
的
に
参
加

を
し
て
い
た
わ
け
で
な
い
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
後
の

授
業
進
行
が
円
滑
に
出
来
な
か
っ
た
こ
と
は
私
の
誤

算
で
あ
っ
た
。

Ⅱ
実
習
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
・
Ⅲ
実
習
で
は
、
ま

ず
今
回
の
授
業
テ
ー
マ
で
あ
る
『
寝
返
り
』
の
必
要

性
を
説
明
し
た
。「
介
護
の
現
場
で
の
仕
事
と
は
？
」

と
聞
か
れ
て
イ
メ
ー
ジ
す
る
の
が
、
食
事
介
助
や
お

む
つ
交
換
（
排
泄
介
助
）
な
ど
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
人

が
多
い
と
思
う
。
し
か
し
、『
寝
返
り
（
介
助
）』
を

イ
メ
ー
ジ
す
る
人
（
学
生
）
は
い
て
な
い
と
考
え
た
。

（
実
際
に
そ
う
で
あ
っ
た
。）
学
生
に
は
褥
瘡
の
写
真

を
見
せ
る
こ
と
で
、『
寝
返
り
』
の
介
助
の
必
要
性

や
、
寝
返
り
介
助
も
介
護
の
中
で
は
重
要
な
介
護
で

あ
る
こ
と
は
理
解
し
て
も
ら
え
た
と
思
う
。

続
い
て
寝
返
り
介
助
を
実
際
に
実
践
し
て
も
ら
っ
た
。

こ
こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
、『
相
手
の
身
体
を
動
か
す
の

に
力
は
必
要
で
な
い
こ
と
』
を
伝
え
る
こ
と
に
し
て

い
た
が
、
学
生
た
ち
の
消
極
的
な
授
業
態
度
（
ふ
ざ

け
た
態
度
）
で
、
そ
れ
は
不
十
分
な
も
の
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
学
生
が
介
護
に
関
心
が
な
い
こ

と
や
、
実
習
を
す
る
に
あ
た
り
照
れ
な
ど
が
あ
っ
た

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
と
思
う
。

Ⅳ
意
見
交
換
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
授
業
の
雰
囲
気
が

影
響
し
て
発
言
は
少
な
か
っ
た
。（
無
か
っ
た
に
等
し

い
と
感
じ
た
。）
学
生
の
多
く
が
、
私(

講
師)

が
話
を

し
て
い
る
時
に
は
相
手
の
話
を
聞
か
ず
に
自
分
た
ち

は
好
き
好
き
に
話
を
し
て
い
る
。
発
言
を
求
め
ら
れ

る
と
、
先
程
ま
で
の
騒
が
し
さ
が
嘘
の
よ
う
に
黙
り

込
む
。
意
見
交
換
と
は
程
遠
い
状
況
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。

Ⅴ
ま
と
め
で
は
、
私
が
今
回
の
授
業
で
最
低
限
伝
え

た
か
っ
た
こ
と
だ
け
を
話
し
た
。
学
生
た
ち
は
一
応

に
静
か
に
し
て
、
私
の
話
を
聞
い
て
く
れ
て
い
た
と

感
じ
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
感
謝
し
て
い
る
。

授
業
進
行
が
あ
ま
り
に
も
早
く
な
っ
て
し
ま
い
、
授

業
時
間
が
大
幅
に
余
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
学
生

か
ら
私
に
対
し
て
質
問
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
学

生
の
ほ
と
ん
ど
が
「
別
に
質
問
は
な
い
」
と
の
こ
と

で
あ
っ
た
が
、
一
人
の
学
生
か
ら
「
褥
瘡
は
何
歳
く

ら
い
か
ら
で
き
る
ん
で
す
か
？
」
と
の
質
問
が
あ
っ

た
。
そ
れ
ま
で
私
自
身
「
質
問
さ
れ
て
も
答
え
る
気

に
な
ら
ん
わ
！
」
と
思
っ
て
い
た
だ
け
に
、
こ
の
学

生
か
ら
の
質
問
を
受
け
た
時
に
「
最
悪
な
状
態
で
の

授
業
で
は
あ
っ
た
が
、
介
護
現
場
の
一
場
面
を
少
し

は
伝
え
る
こ
と
が
出
来
た
」
と
思
う
こ
と
が
で
き
た

こ
と
が
私
自
身
大
き
な
感
想
で
あ
っ
た
。

最
後
に
、
私
は
こ
れ
ま
で
施
設
職
員
の
指
導
者
と
し

て
、
実
習
生
を
相
手
に
教
え
る
こ
と
を
何
度
か
経
験

し
て
い
る
が
、
介
護
に
興
味
の
な
い
学
生
に
教
え
る

こ
と
の
難
し
さ
を
感
じ
た
。

関
心
が
な
い
学
生
に
対
し
て
、
ど
こ
ま
で
伝
え
る
必

要
が
あ
る
の
か
？
介
護
に
関
心
が
あ
る
高
校
２
年
生

に
は
、
ど
こ
ま
で
伝
え
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
ろ

う
か
？
今
回
の
授
業
に
参
加
し
た
学
生
は
、
何
を
得

た
の
か
が
知
り
た
い
と
い
う
思
い
も
あ
る
。（
た
ぶ
ん

何
も
得
た
も
の
は
な
い
と
思
う
が
・
・
・
。）

（
し
げ
の
ぶ
よ
し
ひ
こ
　
医
療
法
人
ガ
ラ
シ
ア
会
介
護
老
人

保
健
施
設
ニ
ュ
ー
ラ
イ
フ
ガ
ラ
シ
ア
　
介
護
福
祉
士
）
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「
若
さ
と
老
い
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
川
　
勝
　

平
成
１
４
年
１
０
月
８
日
（
火
）

テ
ー
マ
：
中
年
看
護
師
が
語
る
「
若
さ
と
老
い
」

目
的
：
介
護
老
人
保
健
施
設
で
高
齢
者
ケ
ア
に

携
わ
る
看
護
師
の
視
点
か
ら
、「
若
さ
と
老
い
」

に
つ
い
て
語
る
こ
と
で
、
受
講
す
る
高
校
生
の

自
己
観
念
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
て
み
た
い
。

教
材
：
「
考
え
る
本
の
は
な
し
１
０
」（
住
宅
顕
信
の
句
集
『
未
完
成
』

に
関
す
る
書
評
エ
ッ
セ
イ
、
西
川
の
文
章
、
メ
デ
ィ
カ
出
版
　N

eona-

tal C
are 2002 vol.15 no.10 54-55

頁
）

上
記
内
容
で
、
福
井
高
校
で
の
授
業
を
行
っ
た
。
当
初
の
予
定
で
は
、

痴
呆
老
人
ケ
ア
の
話
も
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
取
り
や
め
た
。そ
の
理

由
は
、
当
日
の
高
校
生
の
授
業
態
度
に
腹
を
立
て
た
ぼ
く
が
、
話
を
す

る
気
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ぼ
く
は
、
職
場
の
同
僚
で
あ

る
介
護
福
祉
士
の
重
信
さ
ん
と
二
人
で
授
業
を
計
画
し
た
の
だ
が
、重

信
さ
ん
が
何
日
も
か
け
て
練
っ
た
「
寝
返
り
の
援
助
」
と
い
う
実
習
授

業
を
ま
っ
た
く
真
面
目
に
受
け
よ
う
と
し
な
い
彼
・
彼
女
た
ち
を
見

て
、
ぼ
く
は
ま
さ
に
「

ぶ
ち
き
れ

ぶ
ち
き
れ

ぶ
ち
き
れ

ぶ
ち
き
れ

ぶ
ち
き
れ
」
の
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
た
の
だ
。
実
習
ベ
ッ
ド
に
勝
手
に
寝
転
が
り
、
奇
声
を
上
げ
た

り
、
生
徒
同
士
が
ふ
ざ
け
あ
う
。
授
業
中
も
、
肩
か
ら
鞄
を
下
ろ
そ
う

と
も
せ
ず
、
携
帯
電
話
を
も
て
あ
そ
ぶ
姿
。
講
師
の
話
な
ん
か
聞
く
素

振
り
す
ら
み
せ
ず
に
雑
談
す
る
連
中
に
、怒
鳴
り
つ
け
た
く
な
る
の
を

10 月 8 日

五時間目

寝返りについて　重信

10 月 8 日

六時間目

若さと老い　　西川
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押
さ
え
て
、
視
線
を
き
つ
く
す
る
だ
け
で
辛
抱
し
て
い
た
の
だ
が
、
怒
り

で
自
分
の
口
の
中
が
カ
ラ
カ
ラ
に
な
っ
て
い
く
の
が
止
め
ら
れ
な
か
っ

た
。
５
０
分
の
授
業
が
む
や
み
に
長
か
っ
た
。

授
業
の
後
、「
ど
う
し
て
、
生
徒
に
注
意
し
な
か
っ
た
ん
だ
」
と
、
重
信

さ
ん
に
八
つ
当
た
り
す
る
ほ
ど
、
ぼ
く
の
攻
撃
性
は
高
ま
っ
て
い
た
。

　
ぼ
く
は
、
授
業
で
開
口
一
番
「
君
、
君
、
君
、
君
、
君
、
喧
嘩
を
売
ら
れ
た
こ
と

喧
嘩
を
売
ら
れ
た
こ
と

喧
嘩
を
売
ら
れ
た
こ
と

喧
嘩
を
売
ら
れ
た
こ
と

喧
嘩
を
売
ら
れ
た
こ
と

が
あ
る
か

が
あ
る
か

が
あ
る
か

が
あ
る
か

が
あ
る
か
」
と
問
い
か
け
、
の
ら
く
ら
返
事
す
る
男
子
生
徒
に
向

か
っ
て
「
ぼ
く
は
、
今
、
そ
ん
な
気
分
な
ん
だ
よ
」
と
睨
み
付
け
る
。
教

室
の
雰
囲
気
が
気
ま
ず
く
凍
り
始
め
る
。「
ざ
ま
あ
み
ろ
。

ざ
ま
あ
み
ろ
。

ざ
ま
あ
み
ろ
。

ざ
ま
あ
み
ろ
。

ざ
ま
あ
み
ろ
。
お
前
お
前
お
前
お
前
お
前

た
ち
の
好
き
な
よ
う
に
は
、

た
ち
の
好
き
な
よ
う
に
は
、

た
ち
の
好
き
な
よ
う
に
は
、

た
ち
の
好
き
な
よ
う
に
は
、

た
ち
の
好
き
な
よ
う
に
は
、
さ
せ
な
い
ぞ

さ
せ
な
い
ぞ

さ
せ
な
い
ぞ

さ
せ
な
い
ぞ

さ
せ
な
い
ぞ
」
と
思
っ
た
。

と
に
か
く
、
授
業
中
の
私
語
は
禁
止
し
た
。
す
ぐ
に
何
人
か
が
机
に
う
つ

伏
せ
に
な
っ
た
。
途
中
、
何
度
か
、
寝
た
振
り
し
て
る
生
徒
の
と
こ
ろ
へ

行
き
起
こ
し
て
み
る
が
、
わ
ざ
と
ら
し
い
寝
ぼ
け
顔
で
こ
ち
ら
を
見
て
、

特
に
反
抗
す
る
で
も
な
い
無
気
力
な
様
子
に
、
心
底
、
こ
っ
ち
の
や
る
気

は
失
せ
た
。
彼
ら
の
作
戦
勝
ち
と
い
う
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
殴
っ
て
起
こ
す

わ
け
に
も
い
か
な
い
の
で
、怒
気
を
含
ん
だ
声
で
授
業
を
続
け
る
し
か
な

か
っ
た
。
ど
ん
な
風
に
話
し
た
の
か
は
、
正
直
言
っ
て
、
も
う
覚
え
て
い

な
い
。
た
だ
、
住
宅
顕
信
と
い
う
２
５
歳
で
不
遇
の
う
ち
に
夭
折
し
た
自

由
律
の
俳
人
の
話
で
、
若
さ
の
栄
光
と
惨
め
さ
を
伝
え
よ
う
と
し
た
。
顕

信
の
句
を
少
し
紹
介
す
る
。

「
鬼
と
は
私
の
こ
と
か
豆
が
ま
か
れ
る
」

「
ず
ぶ
ぬ
れ
て
犬
こ
ろ
」

「
若
さ
と
は
こ
ん
な
淋
し
い
春
な
の
か
」

「
捨
て
ら
れ
た
人
形
が
み
せ
た
か
ら
く
り
」

若
さ
に
特
有
の
反
抗
、
虚
栄
と
傲
慢
、
自
意
識
。

燃
え
さ
か
る
炎
と
な
ら
ず
と
も
、
せ
め
て
火
花
を
散
ら
す
覚
悟
が
、
君

た
ち
に
は
な
い
の
か
。
ぼ
く
は
、
本
当
に
腹
が
立
っ
て
い
た
。

授
業
の
最
後
に
こ
う
言
い
捨
て
た
。「
若
さ
に
つ
い
て
語
る
中
年
で
あ
る

ぼ
く
は
、
決
し
て
君
た
ち
と
対
等
で
あ
り
た
く
も
な
い
し
、
理
解
さ
れ

た
い
と
も
思
わ
な
か
っ
た
。
こ
ん
な
出
会
い
も
あ
る
ん
だ
、

こ
ん
な
出
会
い
も
あ
る
ん
だ
、

こ
ん
な
出
会
い
も
あ
る
ん
だ
、

こ
ん
な
出
会
い
も
あ
る
ん
だ
、

こ
ん
な
出
会
い
も
あ
る
ん
だ
、

と
い
う
こ
と
だ
け
は
覚
え
て
お
き
な
さ
い

と
い
う
こ
と
だ
け
は
覚
え
て
お
き
な
さ
い

と
い
う
こ
と
だ
け
は
覚
え
て
お
き
な
さ
い

と
い
う
こ
と
だ
け
は
覚
え
て
お
き
な
さ
い

と
い
う
こ
と
だ
け
は
覚
え
て
お
き
な
さ
い
」

大
人
に
反
抗
し
て
い
た
は
ず
の
自
分
が
、
若
さ
に
反
抗
し
て
い
る
。
ぼ

く
も
立
派
な
中
年
に
な
っ
た
。

し
か
し
、久
し
ぶ
り
に
憤
激
し
た
時
間
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。

感
謝
し
て
ま
す
よ
。
福
井
高
校
の
諸
君
。
　（
に
し
か
わ
ま
さ
る
　
介
護

老
人
保
健
施
設
ニ
ュ
ー
ラ
イ
ア
フ
ガ
ラ
シ
ア
　
看
護
師
）



なんとなくおもしろそうだからという僕のいつもの理由で、深く考

えもせずこのテーマにしたんですが、いやあ大人相手だと恋愛話は

絶対盛り上がるのに、高校生は全然だめでした。他の授業もそう

だったかもしれませんが、あまり反応もなく、あの「私語」と

いうやつですか、くすくすぺちゃぺちゃとよくしゃべる、あの姿勢

に対してめちゃくちゃ腹が立ったのです。でもよく考えると、はるか昔教育実習に行っ

た際も、今回と同じような反応（授業内容

は通常の教科でしたが）なのでした。あのときは僕自身めちゃくちゃ上がっていて、生

徒の反応を見る余裕もなかったんですね。

でも今回は、わりと授業内容を準備していき、また僕も年齢を重ねたので生徒たちを見

る余裕もできたのでしょう。

まあとりあえず内容は、恋愛一般を大ざっぱに語るというよりは、「恋愛の出会い」に

絞りました。教材は、有名でべたなビデオを５本（たぶん５本だったと思う）借りてい

って、「ここ!」という必殺の出会い場面を、各ビデオごとに15分くらい流しました。そ

れで、ディスカッションがちょっとでもできれば、みたいな狙いでした。

ビデオはまず「タイタニック」。ディカプリオがヒロインを救う場面です。続いて、キ

ムタクと常盤貴子の「ビューティフル・ライフ」。美容師のキムタクが車椅子を利用す

る常磐と出会い、髪をカットする場面。以上の２つは「ひとめぼれ」系ですね。続いて

「失楽園」。中年の男女が不倫旅行に行く際、どきどきしながら手を握る場面。これは

「不倫」系です。

流れははっきり覚えてないのですが、確かここで休憩を挟み後半に突入しました。生徒

たちは目を輝かせて見ている人もいたのですが、半分はお昼寝モード、半分は私語モー

ドでした。主催者の方には申し訳なかったのですが、前夜一晩かけてすべてのビデオを

見て「これは名シーンだから絶対盛り上がるはずだ」と自信を持って挑んだ反動から

か、このあたりから僕は何となくやる気がなくなっていました。内心、「どうせディス

カッションも盛り上がらないんだし、適当にビデオを引き延ばして終わろうかな」みた

いな感じでした。

恋愛について

田中俊英



残りのビデオは、メグ・ライアンの「ユーガットメール」。「メール出会い」系も入れ

たかったんです。そして最後は中山美穂の「ラブレター」。これは中山美穂の回想シー

ン（酒井美紀が演じる中学時代）に焦点を当てました。つまり「学園」系ですね。

このように多種多様な教材にもかかわらず（自分で言ってるだけですが）、ディスカッ

ションも予想通りいまいち盛り上がりませんでした。まあ僕の手抜きが伝染したのかも

しれませんが、あとから三浦さんや高橋さんに聞くと「どの授業もあんなもんですよ」

とのこと。

ということは、他の講師のみなさんも、お昼寝モードや私語モードに耐えたんでしょう

か。最近は大人相手の真面目な勉強会とか講演会しか体験してなくて、10 代相手の「私

語にもめげず我慢して教育するぞ」的環境は、脆弱な僕には厳しすぎます。世の先生た

ちはすごい、と生まれて初めて教師のみなさんを尊敬したりもしました。

でも。出席者全員から返ってきたアンケートを見ると、お昼寝していたはずの子がちゃ

んと見ていたりするんですね。私語していたはずの子もわりと皮肉めいたかっこいいこ

とを書いていたり（全体的に、「タイタニック」が好評で、「失楽園」が最低評価でし

た。「失楽園」は「キモイ」らしい。じゃあ僕みたいなおっさんの恋は「キモイ」んだ

ろうか。あと、キムタクがそれほど評価されていなかったのは、キムタクの支持層がす

でに 20 代後半に移動しているからなのかも）。

まあつまり、僕は「教育的態度」でもって生徒たちを暖かく包容できなかったというこ

と。僕は日頃、10 代の青年相手に１対１で悩みを聞いたりしゃべる仕事をしています

が、ふだんの仕事のほうがはるかに楽だと思いました。いやあ、教壇で教えるのはしん

どいわ。

「教室」もなんだか狭くて暗くて、以前「不登校と倫理」というテーマで「学校という

建物そのものが子どもを変化させる」みたいな話し合いをしたことがあって、それを思

い出しました。

10 代は、ただでさえ恋愛みたいな「恥ずかしい」テーマを友達以外にしゃべるのは苦手

なのに、それも教室で、しかも友達でない人の前でしゃべらされるのは結構苦痛だった

のかな、なんていう反省もしました。

教室では、恋愛みたいな身近でナイーブな問題よりは、もっと自分の体験から距離をと

って考えることのできるテーマのほうが適しているのかも。まあそれも伝える人の力量

次第でしょうが。

思い出すまま書いてみました。　　　　　　　　　　　　　　　　（たなかとしひで）



36

１
　
は
じ
め
に

　
二
〇
〇
二
年
十
一
月
五
日
に
表
記
テ
ー
マ
で
、
福
井

高
校
で
授
業
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
概
要
と
考
察
の
ほ

か
、
資
料
と
し
て
、
そ
の
際
の
生
徒
か
ら
の
ア
ン
ケ
ー

ト
を
集
計
し
た
も
の
を
添
付
し
て
、
こ
こ
に
報
告
し
ま

す
。

私
自
身
、
元
裁
判
官
と
し
て
、
ま
た
、
紛
争
解
決
の
専

門
家
と
し
て
、
現
在
法
律
家
相
手
に
、M

ediation

（
調

停
）
の
技
法
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
し
て
い
ま
す
の
で
、

今
回
の
高
校
生
へ
の
授
業
は
私
が
試
さ
れ
る
場
面
で
あ

る
と
し
て
、
緊
張
を
し
ま
し
た
。
案
の
定
相
当
苦
労
し

ま
し
た
が
、
新
た
な
発
見
が
あ
り
、
驚
き
感
動
し
ま
し

た
。

　
２
　
概
要

　
ビ
デ
オ
と
ア
ン
ケ
ー
ト
を
用
い
ま
し
た
。
用
い
た
ビ

デ
オ
（
私
が
ス
ク
リ
プ
ト
を
書
き
、
劇
団
が
演
じ
た
も

の
、
素
材
は
本
当
の
事
件
）
は
、「
伊
藤
さ
ん
」
が
、「
高

野
さ
ん
」
夫
婦
の
隣
の
犬
が
鳴
い
て
う
る
さ
い
と
い
う

の
に
、
こ
れ
を
高
野
さ
ん
が
認
め
ず
、
ま
ず
、
当
事
者

同
士
で
交
渉
す
る
が
う
ま
く
い
か
ず
、
下
手
な
第
三
者

（
調
停
者
、M

ediator

）
が
入
っ
て
も
う
ま
く
い
か
ず
、上

手
い
（
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
た
）
調
停
者
が
仲
介
す

る
と
対
話
が
で
き
る
と
い
う
、
３
部
構
成
の
も
の
で
す

（
こ
の
ス
ク
リ
プ
ト
は
大
部
で
す
の
で
、こ
の
報
告
書
に

は
掲
載
し
て
い
ま
せ
ん
）。こ
の
ビ
デ
オ
を
順
に
見
て
も

ら
い
、
そ
れ
ぞ
れ
、（
一
）
な
ぜ
こ
の
当
事
者
同
士
の
話

し
合
い
は
上
手
く
い
か
な
か
っ
た
の
か
、（
二
）
第
三
者

（
山
田
さ
ん
）が
入
っ
て
も
な
ぜ
上
手
く
い
か
な
か
っ
た

の
か
、（
三
）
上
手
い
調
停
者
は
ど
こ
が
上
手
か
っ
た
の

か
と
、
一
人
一
人
、
私
が
、
聞
き
出
し
て
い
く
と
い
う

戦
術
を
と
り
ま
し
た
（
当
初
は
全
体
で
対
話
が
で
き
る

と
思
い
ま
し
た
が
、
無
理
と
考
え
、
一
人
一
人
と
じ
っ

く
り
対
話
し
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
た
）。
同
時
に
、
手

元
に
そ
れ
ぞ
れ
の
問
い
を
書
い
た
紙
を
配
り
、
私
と
の

対
話
・
会
話
で
た
ど
り
着
い
た
点
を
、
自
分
の
言
葉
で

書
い
て
も
ら
う
（
こ
れ
が
後
記
ア
ン
ケ
ー
ト
で
す
）
と

い
う
こ
と
を
副
次
的
に
用
い
ま
し
た
。
一
見
、
一
人
一

人
の
意
見
を
聴
く
と
い
う
作
業
で
あ
り
な
が
ら
、
残
り

の
も
の
は
私
語
を
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
関
連
し
て
話
を

し
て
い
た
た
り
、
ビ
デ
オ
を
共
通
の
も
の
と
し
て
、
他

人
事
と
し
て
と
ら
え
ず
、
私
を
中
心
と
し
た
話
で
あ
り

な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
よ
く
考
え
て
く
れ
ま
し
た
。
た

と
え
ば
、
Ｗ
さ
ん
は
、（
一
）
に
つ
い
て
、
高
野
さ
ん
が

認
め
な
か
っ
た
の
で
、
う
ま
く
い
か
な
い
、
だ
か
ら
、
証

拠
が
必
要
だ
、
し
か
し
、
そ
れ
を
テ
ー
プ
で
と
っ
て

もめごと・トラブルを

解決していくということ

　　　　　　　　　　　

　　　　　　稲葉一人
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持
っ
て
行
っ
て
も
、
自
分
の
犬
で
は
な
い
と
い
わ
れ
て

し
ま
う
の
で
、
ビ
デ
オ
に
撮
っ
て
持
っ
て
行
っ
た

ら
・
・
・
と
し
て
、
様
々
な
相
手
の
対
応
を
想
定
し
て
、

具
体
的
な
方
法
を
考
え
て
く
れ
ま
し
た
。
Ｍ
く
ん
は
、

「
同
じ
被
害
を
蒙
っ
た
多
数
の
近
所
の
人
を
連
れ
て
行
っ

た
ら
い
い
の
で
は
」
と
し
ま
す
が
、「
で
は
君
が
高
野
さ

ん
だ
っ
た
ら
ど
う
す
る
か
」
と
質
問
す
る
と
、
よ
け
い

に
反
発
す
る
こ
と
に
気
づ
き
、「
中
立
者
が
必
要
だ
」
と

応
答
し
ま
す
。
Ｍ
さ
ん
と
Ｈ
さ
ん
は
、
仲
良
し
で
す
が
、

「
も
し
君
た
ち
が
高
野
さ
ん
で
、証
拠
を
突
き
つ
け
ら
れ

る
と
ど
う
す
る
か
」
と
問
う
と
、
Ｍ
さ
ん
は
、「
納
得
で

き
な
い
し
反
発
を
感
じ
る
」
と
し
、
Ｈ
さ
ん
は
、「
す
ぐ

に
あ
き
ら
め
て
謝
っ
て
し
ま
う
」
と
し
、
二
人
が
違
う

対
応
を
と
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
き
、「
そ
れ
は
な
ん
で

だ
ろ
う
」
と
水
を
向
け
る
と
、
Ｈ
さ
ん
は
、「
人
だ
か
ら
、

考
え
が
違
う
」
と
。
同
じ
こ
と
は
、
全
員
に
つ
い
て
言

え
ま
す
。（
二
）・（
三
）
に
つ
い
て
も
、
と
て
も
す
ば
ら

し
い
応
答
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
専
門
家
や
大
人
で
は
な

い
、
と
て
も
ユ
ニ
ー
ク
で
私
が
教
え
ら
れ
る
回
答
を
自

ら
搾
り
出
し
て
く
れ
ま
し
た
。
ど
の
答
え
も
そ
れ
な
り

に
光
っ
て
い
ま
し
た
し
、
私
が
こ
の
答
え
を
し
て
く
れ

と
示
唆
は
一
切
し
な
く
と
も
（
私
は
、
答
え
は
な
い
と

思
っ
て
い
ま
す
が
）、
な
ん
と
か
出
て
き
ま
す
。
た
だ
、

全
員
が
同
じ
話
題
を
、
意
見
の
違
い
を
超
え
て
話
し
合

う
訓
練
が
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
一
つ
の
話
題
を
中

心
に
全
員
を
引
き
込
む
こ
と
は
難
し
い
の
で
す
が
、
一

人
一
人
ね
ば
り
強
く
聴
き
、
抽
象
的
な
言
葉
で
思
考
を

止
め
よ
う
と
す
る
と
、（
こ
こ
で
粘
り
）chunk-dow

n

と

い
うcoaching

の
手
法
で
塊
を
揉
み
ほ
ぐ
す
と
、
実
に

自
分
の
言
葉
で
、
深
い
言
葉
が
返
っ
て
き
た
こ
と
は
事

実
で
す
し
、
私
自
身
も
こ
れ
を
受
け
て
変
わ
っ
て
き
ま

し
た
。M

く
ん
は
こ
ん
な
授
業
が
面
白
い
と
さ
さ
や
い

て
く
れ
（
本
当
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
が
）、
彼
ら
は
、

く
し
く
も
、
成
功
し
た
調
停
者
は
、
自
分
の
意
見
を
押

し
付
け
る
の
で
は
な
く
、「
よ
く
聴
い
て
い
た
」
点
に
成

功
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
と
言
っ
て
く
れ
て
い
ま
し
た
。

少
々
、
干
渉
く
さ
い
授
業
で
し
た
し
、
多
大
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
必
要
で
す
が
、多
く
得
る
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
す
。

３
　
考
察

こ
の
生
徒
た
ち
は
、
紛
争
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
真
剣
に

考
え
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
彼

ら
彼
女
ら
の
言
葉
を
味
わ
っ
て
み
る
と
、
私
と
の
対
話

で
出
て
き
た
、
至
極
の
言
葉
は
、
彼
ら
彼
女
ら
の
生
活

空
間
か
ら
生
ま
れ
た
生
の
言
葉
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
誘
導
さ
れ
て
出
て
き
た
の
で
も
、
彼
ら
彼
女
ら

が
、
特
殊
と
い
う
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
普
通
の
高
校

２
年
生
で
す
。
人
は
、
そ
の
事
態
に
想
像
力
を
働
か
せ
、

関
心
を
持
ち
、
ま
た
、
で
き
れ
ば
、
立
場
を
入
れ
替
え

て
考
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
本
当
に
思
い
も
か
け
な

い
解
決
策
や
見
方
を
示
し
て
く
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
と
思
い
ま
す
。
私
は
紛
争
解
決
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を

す
る
者
と
し
て
、
絶
え
ず
市
民
ら
は
、
自
己
解
決
能
力

を
有
し
て
い
る
、
専
門
家
は
市
民
か
ら
学
べ
と
い
う
こ

と
を
述
べ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
授
業
は
こ
れ
を
十
分
に

裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
意
味
で
も
、
私
た

ち
は
、
生
徒
を
信
じ
、
彼
ら
彼
女
か
ら
真
摯
に
学
ぶ
べ

き
と
い
え
る
の
で
す
。
こ
の
授
業
は
、
私
に
と
っ
て
も

大
変
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
教
育
方
法
と
し
て
も
検
討
に
値
す
る
と
思
い
ま

す
。
社
会
に
お
け
る
実
際
の
事
件
で
、
か
つ
、
身
近
な

事
案
を
元
に
し
て
具
体
的
に
自
分
も
そ
の
当
事
者
と

な
っ
て
考
え
る
こ
と
は
、
生
徒
同
士
が
お
互
い
の
考
え

や
受
け
止
め
方
の
多
様
性
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
授
業
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
対
人

紛
争
問
題
の
解
決
能
力
を
持
つ
こ
と
が
で
き
と
す
れ
ば
、

こ
れ
は
む
し
ろ
社
会
に
生
き
る
た
め
の
基
礎
的
ス
キ
ル

と
言
え
、
こ
れ
こ
そ
、
中
高
校
性
が
学
校
で
学
ぶ
こ
と

だ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。

米
国
で
は
、Peer M

ediation

と
し
て
、
学
校
内
で
起

こ
っ
た
生
の
事
件
・
ト
ラ
ブ
ル
を
、
生
徒
が
調
停
者

（M
ediator

）
と
な
っ
て
、
調
整
を
す
る
と
い
う
学
校
教

育
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
日
本
で
の

始
め
て
の
導
入
の
試
み
と
い
え
ま
す
。
　

（
い
な
ば
か
ず
と
　
京
都
大
学
大
学
院
医
学
研
究
科
、科

学
技
術
文
明
研
究
所
特
別
研
究
員
）
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以下のアンケートでは、個人名を示していませんが、番号を付記することで、一人
の生徒が、この授業の中でどのような発展をして行ったかを見ていただきたいと思
います。

アンケートアンケートアンケートアンケートアンケート
　　　　　　　　　　
１　伊藤さんと高野らとの話がうまくいかなかった理由はなんだと思いますか。１　伊藤さんと高野らとの話がうまくいかなかった理由はなんだと思いますか。１　伊藤さんと高野らとの話がうまくいかなかった理由はなんだと思いますか。１　伊藤さんと高野らとの話がうまくいかなかった理由はなんだと思いますか。１　伊藤さんと高野らとの話がうまくいかなかった理由はなんだと思いますか。

高野さんが原因を作っている（１）

伊藤さんが高野さん宅に一人で行ったから(２)

話ののりで「吠えていない」と言ってしまって、「やっぱり吠えていたかも」と言えなかった（３）

高野さんが自分の非を認めなかったから(４)

高野さんが自分の犬が吠えているのに認めなかったから(５)

高野さんが犬を吠えたことを否定した（６）

高野さんが伊藤さんの意見を一方的に否定したから（７）

証拠があるわけではないから（８）

伊藤さんと高野さんの話し合いで、高野さんが相手にしていない（８）

高野さんが強いから（９）

２　どうすれば話し合いがうまくいくと思いますか。２　どうすれば話し合いがうまくいくと思いますか。２　どうすれば話し合いがうまくいくと思いますか。２　どうすれば話し合いがうまくいくと思いますか。２　どうすれば話し合いがうまくいくと思いますか。

高野さんが解決策を出せばいい（１）

近所の人を連れて一緒に高野さんと話し合いをする(２)

どっちの人も一方的に話すぎているから、落ち着けばいい(10)

伊藤さんが高野さんを納得させればいい(10)

まず、伊藤さんが個人でできる対策からスタートする。窓を閉める、音楽をかけて寝る。でも別

の問題が発生しそう(３)

証拠として犬の声とかを録音しておく。だけども、他の犬とか言われそう。ビデオで採る。でも

十分ではないかも(３)

高野さの周りの人と手を組む(３)

とにかく人の話を聴け（３）

伊藤さんと同じ立場の人を連れてきてまた抗議する（４）

中立の立場にいる人を連れて行く（４）

まわりの意見を聴く（５）

高野さんが認めて謝る。しかし、謝ってすむ問題じゃない。部屋で飼う（６）

犬が吠えているときに、文句を言いに行く（６）

伊藤さんが人を集め、高野さんに文句を言いに行く（７）

犬の鳴き声を録音したテープを持っていく（８）

11月 5日　稲葉さん授業　参考資料
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多くの人を呼んで署名運動をする（８）

もっと多くの同じ不安や不満を持っている人を連れてくる（８）

証拠が必要（９）

３　調停者が間に入っても話がうまくいかなかった理由はなんだと思いますか。３　調停者が間に入っても話がうまくいかなかった理由はなんだと思いますか。３　調停者が間に入っても話がうまくいかなかった理由はなんだと思いますか。３　調停者が間に入っても話がうまくいかなかった理由はなんだと思いますか。３　調停者が間に入っても話がうまくいかなかった理由はなんだと思いますか。

まとめるのが下手だった。リーダーが必要だった(１)

調停者が優柔不断だったから。軸がない（２）

話を順序立てないから、中立の人が足でまといとなった(10)

調停者が最初から自分の意見を言っていたらよかったかも（５）

ここまできたら引き下がれない。性格が違うから（５）

間に入っている人がしっかりしていないから。伊藤さんが意見を言ったらそっちについて、高野

さんが意見を言ったら高野さんにつくからもっとしっかりした自分の意見を強気で言ったらいい

（６）

中間にいた人が場を仕切っていなかった（７）

犬のことは認めて謝るが、ビデオを勝手に取るのは許さん（７）

中間にいる人が中途半端（８）

証拠を持ってきても納得しない（８）

真中の人が頼りない（９）

４　調停者が入って話がうまくいった理由はなんだと思いますか。４　調停者が入って話がうまくいった理由はなんだと思いますか。４　調停者が入って話がうまくいった理由はなんだと思いますか。４　調停者が入って話がうまくいった理由はなんだと思いますか。４　調停者が入って話がうまくいった理由はなんだと思いますか。

お互いのことを分かる人(１)

きまりがあった(１)

調停者がしっかりしていたから(２)

中立の人が何もしないのにうまくまとまった(10)

まとめることをしなかった。双方の話しやすい環境を作ったから(４)

自分だったらすぐに謝る。証拠とかつきつけられる前に苦情が来た時点でごめんなさい（６）

両方の意見をしっかり聴いてどうするか本人同士で決めさせた（６）

調停の人が、両者ともに、冷静に話し合える状況を作った（７）

中間に入るものがしっかりとして両方の意見に流されないようにする（８）
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死と生について考える　
　　　　　　　　　リュドミラ・スラヴィアンスカ＋会沢久仁子

　高校生とともに死と生について考えてみたいと、臨床哲学の留学生で安

楽死を研究するルーシーさんと会沢とで二回の授業を持った。第一回目は、

最初の時間にルーシーさんが生徒たちに彼らの死生観についてアンケート

し、ルーシーさんと生徒たち、そして生徒たち同士の交流と意見交換を

図った。次の時間には会沢が関心を持っているホスピスについて紹介した。

第二回目には、自分の死を疑似体験するワークを行い、各自のワークを振

り返って感想を述べてもらった。また遺された人の悲しみについても少し

触れた。
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On the 26 of November I visited Fukui High School and spoke with the stu-
dents about the problems of death and related topics. I was very impressed by
this visit because nobody had made a survey about the way young people
think about death.
My doctoral thesis concerns the problems of euthanasia, so I was interested in
the way different generations think about them and death in general. I made a
questionnaire and asked the pupils to answer questions like:

1. Do you believe in God?
2. Do you have a religion?
3. Do you believe in life after death?
4. What is scary in death?
5. Do you believe in ghosts?
6. If you had the choice, would you prefer to live a longer, but "healthy" life, or
a shorter, but more excited and pleasant life?
7. Are people, who commit suicides brave, or cowards?

The questionnaire was in English and most of the students also answered in
English. I was not very surprised by their answers. My impression that young
people in Japan are mainly atheists was confirmed by the results of this ques-
tionnaire. None of the students declared that he/she has a religion and no-
body believed in God. The same applied to life after death. But some of the
pupils drew pictures of ghosts and said they believe in ghosts. It seemed they
really enjoyed drawing as a way to express their views and thoughts.
The majority of the class declared that a shorter, but more pleasant and excited
life is to be preferred than a longer life in which you have to abstain from
plenty of "unhealthy pleasures".
Whether suicide is an act of braveness or cowardice - most of the answers
were: people, who commit suicide, are cowards. Few pupils said that suicide
in general is a result of fear of life and facing the reality, but courage is needed
for the very act of suicide.
After the students finished writing we discussed all the questions, although I
had to force them to speak. I feel that in Japanese school system students are
not initiative to express their own opinions and to be active during the classes.
Another problem is tiredness. Some of the students came to the class obvi-
ously exhausted. A boy fell asleep in the beginning and nobody could wake
him up. I left him to sleep and told the others not to disturb him. However, in
the beginning he wrote his answers to the questionnaire and they were very
clever.
My deep feeling is that Japanese high school students are overburdened and
the level of stress is too high, which could seriously reflect their health in fu-
ture. It makes no sense to go to school and sleep during the classes or force
yourself to stay awake. Better to afford some rest in order to be in a good health
and more productive. But still non-attending classes is regarded as a sin.
(Lyudmila Slavianska)

11.26.2002

五時間目　ルーシー

QQQQQ
UESTIONSUESTIONSUESTIONSUESTIONSUESTIONS
fromfromfromfromfrom
LUSYLUSYLUSYLUSYLUSY
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私が死と生を授業のテーマにしたのは、三年来ホスピスに関わってきたこと
による。私はそれ以前は死にはあまり関心がなく、生きていることを当然と
思い、いかに生きるかに関心があった。しかしホスピスに関わるなかで死と
生について気付かされたことがいくつかあり、それを伝えてみたいと思った。
自分が高校生のときを振り返ると、私は田舎の祖父が死んでも動揺するほど
ではなかったし、自分の死を想像しても身近な人の悲しみをリアルには想像
できず、何も変わらないだろうと思っていた。死にまつわる体験や感じ方は
人それぞれかもしれないが、高校生が死について学び、考えたり人と話し合
う機会があってもよいのではないか。この授業では、まずホスピスについて
紹介し、それから自分の死と生について少し考えてもらうことにした。
　ホスピス紹介では、私はホスピスのロゴを刺繍した黄色いボランティア用
エプロンを着て、写真を見せるために皆で机を合わせた。「何でエプロンして
るの？」、「何するの？　心霊写真見るの？」と多少興味を引くことができた。
気楽に、あまり深刻にならずに、ホスピスを紹介したいと思っていた。「ホス
ピス」という言葉を今まで聞いたことがあるか確認したところ、誰もないと
のこと。「ホスピスとは終末期の人たちが最期の時間をよりよく過ごせるよう
援助していこうという考え方やシステムのことです。」と一言説明して、私が
ホスピスに関わる成り行きを含め、合衆国の在宅ホスピスで研修した時の写
真を見せて話した。「これは何をしてると思う？」、「この人は何をする人？」
と問いかけながら、エピソードも交えてホスピスを説明し、簡単なまとめの
プリントも使って知識を押さえた。
　さらに、日本のホスピスについても、私がボランティアをする東神戸病院
ホスピスのパンフレットや写真を見せて説明した。しかし、十人が机を合わ
せると一枚の写真を一度に全員に見せることができず、一枚ずつ回覧してい
たところ、興味を失って写真を見ようとせずに寝たりしゃべったりする生徒
たちが多くなってきた。写真が見にくいことは予想していたが、それでも今
回は拡大コピーより生写真のリアリティーを期待して使ったのだったが。そ
のような生徒たちの様子に私も話をしづらくなり、私がホスピスで気付いた
り感じることを話そうと思っていたがあまり話せなかった。例えば死を自分
や周りの人にいつやって来るかわからないものとして意識するようになった
ことや、そうなったときにできるだけ後悔しないように周りの人に普段から
自分の気持ちを伝え、良い関係を持とうとしていること、ホスピスではほと
んど何もできなくなった人でも生きているだけで大切に思われること、その
ように人が大切にされる社会は安心できること、日々の生活に敏感でありた
いと思うこと。あまり話せなかったのは少し残念だったが、聞いてもらえな
いのだから仕方ない。何でも聞いてもらうのは無理だし、聞いてほしいなら
聞いてもらえる態勢を作らなければならない。

11.26.2002

六時間目　会沢
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　私の小難しい感想を言うのはあきらめ、これまでのホスピスの話について
質問を一つと、一番印象に残ったことをプリントに書いてもらった。すると、

「ホスピスに来た人はみんな満ぞくしているのですか。」とホスピスケアを受
ける人の気持ちを考えたり、「亡くなっていく人たちを見てかなしくなったり
しないのですか？」とか、「大変ですか。」、「仕事内容はどういうものなの
か？」「ホスピスの医師などはボランティアでやってるんかな。」とホスピス
で働くことについて考えてくれた。「外面的なボランティアとちがうのか？み
たいな。内面的」とホスピスで働くことが労力の提供だけではなく、精神的
な支援であり、ホスピスの理念に関与することではないのかと感付く問いも
あった。「ホスピスってどういう意味っ？？」とあらためての問いかけも。私
は皆の机をまわりながら、質問に一つずつ答えていった。それぞれの問いか
けをありがたく受け止め、賞賛しつつ、例えば「写真ではみんな楽しそうだ
けど、実際には患者さんや家族もスタッフも辛いことや大変なことが沢山あ
るの。でもね、だからこそ楽しむことを大切にしてるのよ。」と説明を加える
ことができた。
　一番印象に残ったことには、「思いやりがないとできないしごとやと思っ
た。」とか、「気持ちって大切だなぁ・・・」とハートマークを描いたり、「二
週間後にいった時にかん者さんがいなかったらさびしいだろうな‥‥って
思った。」と書き、ホスピスを支える気持ちに反応していた。「生きてるって
すばらしい」、「人間はたすけあいなんだ！！」という言葉も、いくらか定型
的ではあるが、この授業から出てきた言葉と思えば少し嬉しい。「ホスピスの
パンフレットや写真を見て、特ように似てそう。設備も似てる。」と書いた生
徒は、夏に学校から特別養護老人ホームにボランティアに行ったとのこと。

「最期が近いからお酒やタバコも自由っていうのはすごいかも…。（フツーの
所だと体に悪いってとめられそう…。）」というのも。これら二つの意見は、ホ
スピスが生活を支える場であると感じ取っている。「亡くなるまでの短い期
間、快適に過ごしてもらうために頑張ることはとても良いことだと思う。も
しこういう人が少ないのならどんどん増やしていくといいと思う。」との意
見。さらに、「ホスピスの仕事そのものが哲学っぽく思った。人間は死に向
かって生きてる。」　人間は死に向かって生きていると、哲学者たちはしばし
ば言う。しかしこう書いた生徒は哲学史の知識に詳しいわけではない。どこ
かで聞いたことがふと思い浮かんだのだろうか。本質的なことが、本人もそ
れと明確に意識しないままにぽろぽろこぼされる。
　皆の感想に感心しつつも、もう少しじっくり考えてもらうにはどうしたら
いいだろうと思う。もっと時間をかけて学習することだろうか。生徒たちが
自分の感想を表明し、それについて互いに理解を深めていくことだろうか。
次の方策はまだはっきりしない。今回の授業では、私を通しても「ホスピス」
は生徒たちにはまだ遠いものに留まったと感じる。まあそれもしょうがない
けれど、でもどうしたらいいだろう。　　　　　　　　　（あいざわくにこ）
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　いつかはきっと来るがいつ来るかはわからず、普段はあまり考えないか

もしれない、死。それを生徒たちにできるだけ自分に関わることとして考

えてみてほしい。そこで、前回の死生観のアンケートとホスピスという社

会的取り組みの紹介とを軽く振り返ったうえで、今回は自分の死を疑似体

験する紙上ワークに取り組んでもらった。

　このワークでは、第一に自分にとって大切なものを、４種類３つづつ、

計12個カードに書き出す。４種類とは、「形のあるたいせつなもの」、「大

切な人」、「大切な活動」（例えば音楽を聴くとか、勉強、ボランティア活

動）、「形のない大切なもの」である。次に自分が不治の病であと半年の命

だと判ったと仮定して、病気の経過に合わせて半年、一ヶ月、一週間、死の当日と、そのときに自分のし

たいことを書き出し、また大切なものののうちあきらめるものがあれば、それを書き出し、そのカードを

破るか脇に除けていく。こうして自分の死の過程を想像し、そのとき自分にとって大切なものを考える。

　このワークは、藤井理恵・藤井美和『たましいのケア　病む人のかたわらに』（いのちのことば社、2000

年）に紹介されている藤井美和先生のワークを主に参考にし、熊田亘『高校生と学ぶ死　「死の授業」の一

年間』（清水書院、1998年）からもヒントを得て作成した。藤井美和先生は、合衆国に留学し、このような

ワークを行うトレーニングも受け、現在は関西学院大学で死生学を教えている。私は看護学校ですでに一

度ワークを試みており、また藤井先生にも連絡を取って資料とアドバイスとをいただき、それらをもとに

今回の授業を準備した。今回は気を付けて、もしこのワークをしたくなければしなくてもいいし、続けら

れない場合は途中で止めてもよいことをワークの最初に伝え、またワークの各段階で深呼吸を挟んだ。

　生徒たちは、全体的にはしゃべり合ったりして、ワークに取り組みはするがあまり集中しなかった。私

があまり深刻にならないように進行したことも影響したと思う。余命一ヶ月として自分のしたいことを書

くように言ったら、「そんなん、実際間際にならな分からへん。」とある生徒。そのとおりだけど、だから

こそこうして考えてみようとしてるのに。しかし一番ふざけていた生徒が「おれこういうの好きやで。」と

も言っていた。ほとんどやる気を見せない生徒もいるが、一生懸命考えたり、ちらっと真剣な顔を見せる

生徒も少し。最後の日を想像して涙を流してしまう生徒もいた。これは想定していたことだったが。

　以上が５時間目。休み時間に他のクラスの生徒が来て「何してんの？」と聞くので、「死について考えて

るの。」と答えると、「怖い！」との反応。また他の生徒たちも「何してんの？」とクラスの生徒に尋ねて、

ワークのプリントを見せられ、「えーっ！怖ーっ！」と反応していた。反応があるのはいい。こんなのつま

らんと白けられると少し辛い。

　６時間目は、まず各自で先のワークを振り返ってプリントを記入してもらい、それから意見交換をした。

各自の振り返りを「それぞれの感想」にまとめたので参照してほしい。このまとめは後日生徒たちに配布

した。ワークに取り組めた生徒とそうでない生徒との差が表れている。それでもあまり集中しなかった生

徒たちでも核心の在り処に気付いていたり、興味深い一言を書く。それならもう少し正面から突っ込んで

くれたらいいのに。それは真面目すぎて無理な注文かもしれないが、教える側としてはそれを期待して工

夫して努力したい。

　意見交換では、最初に、余命半年、一ヶ月、一週間で何をしたいと思ったかそれぞれ数人に聞いた。そ

して半年間の変化を尋ねたところ、「アウト・ドア派からイン・ドア派になった。」とある生徒は答えた。余

命半年では買い物や旅行をしたいと思うが、一ヶ月を切ると家で家族や友達と過ごしたくなったとのこと。

この生徒はあまりワークに集中せず「わかんない」と言っていたにもかかわらずこのように直感的な表現

力を示し、印象に残った。また４種類の大切なもののうち何が大切だったかや、死の過程で自分を支えた

ものも数人に聞いた。「お金はあまり大事ではなかった。」との答えは高校生らしい。「でもね、みんなのお

自分の死を疑似体験　

　　　　　　　　　　　　　　　会沢久仁子
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父さんやお母さんだったら、家族のためにお金を遺そうとするかもしれないね。」と補足した。最期に伝え

たかったことを聞くと、「ありがとう」、そして「元気でね」も。「ありがとう」は私も言いたいと思ってい

たが、「元気でね」とまわりの人たちを気遣う気持ちにはハッとさせられた。

　ワークのまとめとして、私自身がワークで気付いたことも交えつつ、自分の死が近づいたときにしたい

ことや大切なことを考えておけば普段からそれらを大切にできるだろうし、死にゆくある段階が来るまで

にすべきこともわかる場合があると話した。

　さらに、死ぬ側だけでなく遺される側の気持ちにも触れてほしいと思い、残りの時間は私がホスピスの

遺族会で遺族の人たちの経験をうかがい文章にまとめたものを配り、拾い読みした。そして、死別のショッ

クや悲嘆は半年から数年も続くことがあり、死別に伴ないさまざまな激しい感情を感じるても当然である

こと、そのときはあまり自分の感情を押さえず、信頼できる人に話すとよいこと、そしていつかきっと立

ち直りがあること、また悲しんでいる人に対しては安易に励まさず話を聞いてあげるのがよいことを、簡

単に話した。

　さて、生徒たちはもうこの授業を忘れてしまったかもしれない。そうして普段は考えないことかもしれ

ないが、それでも死を少し心に留める機会を持ててよかった。もしかすると何かの機会に死について学ん

だことを思い出すかもしれないから。また、「てつがく」では例えば生死のように人にとって本質的なこと

を考えるんだなと、この授業で感じてもらえたようにも思うから。これからも、死と生について考える授

業をさらに多様に、そして深めていけたらと思う。（あいざわくにこ）

ワーク：私にとって大切なものは―私が死にゆくときに
それぞれの感想

６．自分の死を疑似体験するワークを終えて
６－１．自分の死の体験を振り返ってみて、どんなことに気付きますか。自分の死の体験を通してどんなことを感
じましたか。
・WWE は最高だと気付きました。プロレスラーはつねに死ととなりあわせだと感じました。
・そこにあるききをかんじました。
・こわい!! かなしい（＞o＜）・きょうふ ・早かった ・わかんない。
・最後まで人間関係を大切にしたい。人の肌に触れていたいという気持ちが強かったというか残っていた気がす
る。こういう感じ方をしたいということが分かった。
・今だいじにしている物もあと半年といわれてみると別にどうでもいい物になってしまった。結局今だいじにし
ていても形のある物で大事な物は最後に切り捨ててしまう。
・５番目（当日）のところで少し（泣きそうになって）きた…。
・すてられないものがいっぱいあった。

６－２．死にゆく過程であなたを支えたものは何でしたか。
・闘魂 ・好きなこと　ぼくを支えてくれたすべての人々 ・友達や家族
・こたつにみかん ・みんなの愛情 ・気力
・友達（友情）家族　愛　等 ・家族・友達 ・（好きなことに対する）執念？
・物とかではなくて家族、知人、友達、カレ、カノとかの自分の周りにいる人、自分の周りにいる人への自分か
らの情や向こうから自分への情

６－３．最後に伝えたいことは何でしたか。
・Donﾕt try this at home. ・わすれないで ・「生きろ。」
・さようなら　みなさんさようなら　おつかれさまでした。・わかんない。
・しんどい ・ありがとう
・探してみれば大切な人は多いと思う。ましてや意外な所にいるかもしれない。
・有難う。長らくお世話になりました。
・私のマンガを捨てたり、古本屋に売ったりしないで（たたってやるーっ!!）仏だん（？）の前にそなえといて
…あと最新刊は連載終了まで足しといて…。←バカ!!　

（残った家族に対して）元気でね…。
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回
の
、
計
９
回
の
授
業
を
担
当
し
た
。

　「
音
楽
を
聴
く
」
授
業
か
ら
少
し
経
っ
た
後
に
担
当
し
た
「
小
冊
子

を
編
集
す
る
」
の
授
業
で
は
、
編
集
作
業
で
実
際
的
に
用
い
ら
れ
る

手
順
や
技
術
を
教
え
る
と
い
う
よ
り
も
（
こ
れ
を
彼
ら
に
教
え
て
も

あ
ま
り
意
味
が
な
い
と
思
い
）、編
集
と
い
う
作
業
に
特
有
の
物
事
の

捉
え
方
、
い
わ
ば
「
編
集
的
な
思
考
」
と
い
う
も
の
に
触
れ
て
も
ら

う
こ
と
を
主
眼
に
置
い
た
。「
編
集
的
な
思
考
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の

か
と
言
え
ば
、
た
と
え
ば
Ａ
、
Ｂ
と
い
う
相
互
に
あ
ま
り
関
係
の
な

さ
そ
う
な
２
つ
の
テ
ー
マ
群
に
対
し
、
Ａ
，
Ｂ
を
結
び
つ
け
る
第
３

の
Ｃ
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
や
テ
ー
マ
を
見
つ
け
出
し
て
、
Ｃ
を
差
し

挟
む
こ
と
で
Ａ
と
Ｂ
の
間
に
新
し
い
関
係
を
作
り
出
す
、
そ
う
し
た

思
考
法
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
具
体
的
に
言
う
と
、
授
業
で
は
ま

ず
最
初
、
生
徒
た
ち
に
各
自
関
心
が
あ
り
記
事
と
し
て
ま
と
め
て
み

た
い
テ
ー
マ
を
１
つ
選
ん
で
も
ら
っ
た
（
テ
ー
マ
Ａ
）。
挙
が
っ
た

テ
ー
マ
は
、
音
楽
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
、
ペ
ッ
ト
、
お
笑
い
、
興
味
の

あ
る
仕
事
、
な
ど
。
次
に
こ
ち
ら
（
講
師
）
サ
イ
ド
か
ら
、
小
冊
子

全
体
の
共
通
テ
ー
マ
と
し
て
「1

0

代
」
な
い
し
「
高
校
」
と
い
う2

つ
を
設
定
し
彼
ら
に
投
げ
た
（
テ
ー
マ
Ｂ
）。
生
徒
の
作
業
は
、
共
通

テ
ー
マ
の
ど
ち
ら
か
を
選
択
し
、
先
に
選
ん
だ
自
分
の
関
心
あ
る

テ
ー
マ
と
結
び
つ
け
て
実
際
の
担
当
ペ
ー
ジ
の
企
画
を
練
る
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

　
最
初
の
う
ち
、
何
を
す
れ
ば
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
っ
た
様

子
だ
っ
た
が
、
何
度
か
説
明
す
る
う
ち
に
彼
ら
な
り
の
企
画
が
生
ま

れ
て
き
た
。
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
テ
ー
マ
に
選
ん
だ
生
徒
は
「
福
井
高

校
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ッ
ク
」
と
い
う
企
画
を
考
え
、
ペ
ッ
ト

を
選
ん
だ
生
徒
は
「
高
校
生
で
も
飼
え
る
／
買
え
る
小
さ
く
て
か
わ

い
い
ペ
ッ
ト
」
と
い
う
企
画
を
、
仕
事
を
テ
ー
マ
に
し
た
生
徒
は
「
な

り
た
い
仕
事
を
見
つ
け
る
た
め
に1

0

代
で
す
べ
き
こ
と
」を
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
し
て
聞
く
と
い
う
企
画
を
作
っ
た
。
冊
子
の
企
画
を
立
て
る

こ
と
自
体
、
恐
ら
く
初
め
て
の
経
験
だ
っ
た
ろ
う
が
、
彼
ら
の
企
画

は
ど
れ
も
「
編
集
的
思
考
」
と
い
う
こ
ち
ら
の
意
図
を
理
解
し
た
上

で
の
優
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
思
う
。

　
授
業
の
流
れ
と
し
て
は
、
企
画
立
案
後
は
、
生
徒1

人
に
つ
き
２

ペ
ー
ジ
の
担
当
ペ
ー
ジ
を
振
り
分
け
、
企
画
に
沿
っ
て
の
取
材
、
写

真
撮
影
、
原
稿
と
り
ま
と
め
、
ペ
ー
ジ
の
レ
イ
ア
ウ
ト
／
デ
ザ
イ
ン

な
ど
の
編
集
行
程
の
各
段
階
を
す
べ
て
生
徒
に
任
せ
た
。
担
当
ペ
ー

ジ
は
最
後
ま
で
自
分
で
仕
上
げ
て
も
ら
う
、
岸
田
や
他
の
阪
大
メ
ン

バ
ー
が
原
稿
を
書
き
直
し
た
り
補
っ
た
り
は
し
な
い
と
伝
え
る
と
、

次
第
に
目
の
色
が
変
わ
り
、
授
業
が
終
わ
り
に
近
づ
い
た
頃
に
は
、
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休
み
時
間
も
休
憩
な
し
で
作
業
を
続
け
る
姿
が
目
立
ち
始
め
、
時
間

内
に
騒
い
で
い
る
生
徒
を
生
徒
同
士
が
注
意
す
る
場
面
も
あ
っ
て
驚

か
さ
れ
た
。
理
由
は
定
か
で
な
い
が
、
仲
間
内
の

お
し
ゃ
べ
り
と
ク
ラ
ス
全
体
へ
向
け
て
の
発
言
に
、
以
前
ほ
ど
の
落

差
が
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
た
。
講
師
が
一
方
的
に

話
す
授
業
の
形
式
で
は
な
く
、個
別
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
中
心
に
し
、そ

れ
を
他
の
生
徒
に
も
聞
こ
え
る
よ
う
に
行
っ
た
こ
と
で
、
生
徒
同
志

あ
る
い
は
生
徒
と
阪
大
メ
ン
バ
ー
と
の
間
に
あ
る
程
度
の
理
解
が
生

ま
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
、
す
べ
て
の
生
徒
が
自
分
の
企
画
を
記
事
に
組
み
立
て
ら
れ
た

わ
け
で
は
な
い
。
い
い
企
画
を
立
て
た

が
取
材
が
実
現
で
き
ず
、
企
画
の
練
り
直
し
の
段
階
に
戻
っ
て
記
事

作
り
を
諦
め
て
し
ま
っ
た
生
徒
も
い
た
し
、
最
後
ま
で
テ
ー
マ
Ａ
と

テ
ー
マ
Ｂ
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
最
終
回
の
授
業
に
な
っ

て
テ
ー
マ
を
選
び
直
し
た
生
徒
も
い
た
。
仕
上
が
り
の
ペ
ー
ジ
と
し

て
う
ま
く
形
に
な
っ
た
生
徒
も
い
れ
ば
、そ
う
で
な
い
生
徒
も
い
る
。

し
か
し
い
ず
れ
に
し
ろ
、
そ
の
す
べ
て
が
、
彼
ら
が
こ
の
授
業
期
間

中
に
試
行
錯
誤
し
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
、
小
冊
子
に
最
終
的
に
ま

と
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
前
言
通
り
手
直
し
を
せ
ず
、
彼
ら
の
文
章

と
ア
イ
デ
ィ
ア
を
そ
の
ま
ま
掲
載
し
た
。
い
い
企
画
を
い
い
ペ
ー
ジ

に
仕
上
げ
ら
れ
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
今
回
の
授
業
は
編
集

者
養
成
が
目
的
な
の
で
は
な
く
、
普
段
の
学
校
の
勉
強
で
は
あ
ま
り

使
わ
な
い
思
考
法
を
試
す
こ
と
を
重
視
し
た
の
で
、
仕
上
が
り
が
多

少
不
味
く
と
も
さ
し
た
る
問
題
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
よ

り
も
彼
ら
の
懸
命
さ
を
各
ペ
ー
ジ
に
見
た
い
と
個
人
的
に
は
思
う
。

見
た
目
も
悪
く
、
文
章
も
読
み
づ
ら
い
小
冊
子
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に

味
の
あ
る
も
の
が
出
来
上
が
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
き
し
だ
さ
と
し
）
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　高校での「哲学」の授業は、日本では今のところほとんどない

新しい試みである。臨床哲学研究室では、週一回二時間、一年間
の授業を初めて引き受けるにあたり、この研究室に集まる多彩な
メンバーがそれぞれこれまでやってきて考えてきたこと、そして
今やりつつ考えていることを伝えることにした。それによって、
高校生に哲学することを伝えようと考えた。高校生にとって、学
校の外の大人たちに出会うことは、きっと新鮮なことではないだ
ろうか。
　しかし、事態はこちらの思うようには行かなかった。いくつか
の授業報告をお読みいただければわかるだろう。話を聞くのが苦
手な生徒が多い。すぐ寝てしまう。あるいは友達と喋り続ける。彼
／彼女たちを動かそうにも乗せるのは容易でない。もっとこちら
に関心を持ってくれないか、協力してくれないか、気を使ってく
れないか……。また、なぜ関心を示さないのか、なぜ時に非協力
的で、失礼なのか……。
　一つには「それは学校だから」かもしれないと感じた。学校だ
から、他の多くの授業と同じくこの授業も、生徒たちは選択した
とはいえ受けさせられているものと考え、だからこの時間を自ら
積極的に有意義なものにしようとはせず、つまらなければ消極的
で非協力的な態度を取る。
　もちろん、授業をする側の問題はたくさんある。上手くいかな
かった授業は、生徒たちを十分に惹きつけられない要素がどこか
にあったのだろう。生徒たちの興味の範囲や、聞き考え話す力に
合っていなければ、生徒たちにとって乗ろうにも乗れない授業に
なってしまう。生徒たちの興味の範囲はそれほど広くないし、興
味があって話し合いたいこと（例えば恋愛）があってもそれを上
手く話し合う術を持たない。だから、授業をする側は生徒たちの
興味に合うか、興味を引き出すように工夫しなければならないし、
考えさせ表現させてそれらの力を伸ばしていくにも様々な工夫が
要る。
　さらに授業者には生徒たちと関わっていく力も必要とされる。
福井高校の岡田先生からは授業にあたって、「教えようとするより
も、お兄さんお姉さんのように遊んでやってほしい」と言われて
いた。これは、生徒たちと親しい関係を築いてほしいとのことだ
ろう。授業中に勝手に遊ばせて放っておいてよいのでは決してな
く、こちらから生徒たちに踏み込んで、指示や注意すべきところ
はしつつ、楽しく引っ張っていくことが必要である。しかし実際
はそのような関係をあまり上手く持つことができなかった。生徒
たちはこの授業が彼／彼女たちを強制するものではないことを感

「出会いの

てつがく」
高校生たちと出会う

「てつがく」の授業

会沢久仁子
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じ取り、授業に来るのを嫌がりはせず、授業中も割りに自由に振舞っていたが、
授業に乗らない様子は時々見られたし、生徒たちと授業をする側の特に一年間
関わったコーディネーターとの距離は最後までいくらか残って感じられた。生
徒たちに関わる力と技を磨くのも授業者の課題の一つである。
　以上のように、学校で生徒たちと授業をしてみて、授業をする私たちは、な
かなか不可解で応対し難い彼／彼女たちにどう迫り、関わればよいかに始終悩
まされたのだった。
　一年間の授業をコーディネートした高橋、三浦、会沢の三人は、各回の授業
者のしたいことや伝えたいことを、いかに生徒たちに伝わる形で授業として実
現するかに心を砕き、各回のプランを授業者とともに検討し、授業にも同行さ
せてもらったつもりである。しかし、コーディネーターの非力な点も多々あり、
各回の授業を担当した方々は一回限りの授業を成功させるのはとても難しかっ
たことだろう。お疲れ様でした。そしてありがとうございました。「出会いの
てつがく」に関わっていただいたみなさんに、初めてのこの授業を曲がりなり
にも一緒に作れたことを感謝し、お礼申し上げたい。
　さて、この大変な試みを次年度も臨床哲学研究室で続けていけるかについて
は、十月の研究室の全体会授業をはじめ議論があった。それでも、やってみよ
うというメンバーが集まり、続けることに決めた。（高校側の事情として、初
年度はコーディネーターの一人が特別非常勤講師になり、各回の担当者はボラ
ンティア講師であったが、次年度はボランティア講師としてしか呼ぶことがで
きないとの変化もあった。）初年度の反省として、二年目はプロジェクトの態
勢の軽減が必要なことや、授業の開講を第一に重視してとにかく生徒を集める
のか、それとも受講希望者少数の場合の不開講を見越しても哲学や考えること
に関心のある生徒に絞って募集するのかの方針選択の問題があった。結局二年
目は、各学期に一人がコーディネートし、全体の担当者数を減らして一人の担
当回数を増やすことにした。授業のねらいや内容は、初年度と同様に担当者に
ある程度任され、したがって各担当者の裁量は増える。授業評価も、初年度は
コーディネーターと授業者が相談して平常点で付けたが、それぞれ工夫するこ
ともできる。新たな主要メンバーで、初年度とほぼ同様のシラバスをまとめ、
生徒たちに提示した。

　新年度、受講生は24名に増え、２年生
７名と３年生17名の合同授業になった。
女子15名に男子９名と、女子の比率が増
えた。これらの変化に伴ない、授業形態
を新しくしなければならないし、生徒た
ちの反応も違ってくるだろう。すでに授
業は始まり、担当者の悲鳴が聞こえてい
る。二年目も試行錯誤しながら「てつが
く」の授業を作っていくことになる。私
たちにとって普通の高校生たちはとても
手強い出会いの相手だ。彼／彼女たちと
私たちとの出会いから「てつがく」の授
業が次第に形になることを希望する。
　　　　　　　　　　（あいざわくにこ）



50

「出会いのてつがく」'02年度　終了アンケート　集計結果

　臨床哲学のメンバーが一年間行ってきたこの授業を反省し、次年度以降の参考にするため、最後の授業で受
講生たちにアンケートをお願いした。「批判したら成績に響くのでは？」と言う生徒に、「ノー。次の授業に生
かすために批判してほしい。」と返したが、果たして力を込めて批判してくれただろうか。

１．この授業を全体的に評価すると？　５－４－３－２－１
＊ グラフ挿入　　　　　　　　　　（２人―２－５－０－１人）

（＊コメント）全体的評価はまあまあであった。４と評価した生徒は、「けっこう楽しかったし、学校でもやら
ないこととかあっておもしろかった。」と書き添えてくれた。

２．印象に残った授業を挙げてください。
（複数回答）「雑誌づくり」・「ざっし作り」、「ももさん」、「吉見さんと百々さん」、「ざっし　モモ　車イス　
ファッション　れんあいマニアの人　岸田さん」

「良　雑誌くれた時の授業。　悪　介護士の次の人の授業は辛かった。」
「・クローンについて考えたり、話しを聞いたりした時。（もともとこうゆう話好き）
　・ 車イスに乗って学校の外へ行った時（たった１～２㎝の段差と坂に苦戦…。）
　・ ６／４の助産婦さんの話（ちょうど私の誕生日でした…。）」

「最初の方の「わしだ」？さんの「あいさつ」の授業」　「特になし」

（コ）三学期の雑誌作りや、ファッション美術館の百々さんは特に印象に残ったよう。

３．もっとここをこうしたらいい、こうして欲しいということはありますか？
「ぱっとしなかったので…」
「おもしろく、長い話はおもしろくない」「講師の人のはなしだけのときはつらい」
「一つのテーマをもっと長くしてやったらいい。一週間２時間１テーマではなくて1ヶ月８時間1テーマ。」
「恋愛のことについてもっと時間を取ってほしいかなと。」
「自由度をもっと高くしたらいいと思う。」「自由なであいをしたい」「特になし」

４．もっとこんなことがしたいということはありませんか？
「学校の外に出るようなことを多くしたらいいと思う。」「スポーツ」
「ない」・「特にないです」・「特になし」

（コ）３と４への回答は、授業をする側にとって難しい要望ばかりだが、これらを受け止め、できるだけ応え
ていきたい。

５．現在選択しているエリアと、進路の予定を教えてください。
現在のエリア名：情報表現６名　うち表現（音楽）１名以上、（美術）２名以上

スポーツ健康２名 福祉１名
国際コミュニケーション０ 環境自然０ 理数０
回答なし１名　　＊グラフ化する

進路の予定：進学　大学３名／短大／専門学校３名／　　就職３名　　？１名　　＊グラフ化する

希望の学部や分野、仕事があれば教えてください。
（進路）大学：「分野→美術系、仕事→イラストレーター（動物、まんが系）など」
　　　　　　　「福祉などに行けたらいいなと。あと農業などもいいと思う。」
　　　　　　　「日本史の勉強がしたい」
　　専門学校：「福祉関係。整備（車）関係」「コンピュータかんけー」
　　　　就職：「音楽」「げーのー」
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'02 年度「出会いのてつがく」協力者（肩書きは当時）　

鷲田　清一 臨床哲学教授

百々　　徹 神戸ファッション美術館学芸員

本間　直樹 臨床哲学講師

玉地　雅浩 高雄病院理学療法士

伊藤　悠子 芦原病院看護師

霜田　　求 大阪大学大学院医学系研究科医の倫理学助教授

中岡　成文 臨床哲学教授

岸田　　智 臨床哲学博士後期課程

吉見　由香 フリーアナウンサー

重信　嘉彦 介護老人保健施設ニューラーフガラシア介護福祉士

西川　　勝 介護老人保健施設ニューラーフガラシア看護師／臨床哲学博士前期課程

田中　俊英 ドーナツトーク社／淡路プラッツ／臨床哲学博士前期課程

稲葉　一人 京都大学大学院医学系研究科／科学技術文明研究所特別研究員

Lyudmila Slavianska 臨床哲学博士後期課程

高橋　　綾 臨床哲学博士後期課程

三浦　隆宏 臨床哲学博士後期課程

会沢久仁子 臨床哲学博士後期課程

（コ）情報表現エリアの選択者が多かった。進路予定は大学も就職もさまざま。

（コ）生徒たちは、この授業は嫌ではなかったが、もっと面白くするよう望んでいる。また、この度も「コン
ピュータかんけー」とか「げーのー」との表現を見ると、我々ももう少し何とかできることはないかと思わな
くはない。ともあれこの授業の受講生たちには一年間の出会いに感謝し、これからも元気で活躍してほしい。
そして我々ももう一度、福井高校で「出会いのてつがく」に臨もう。
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