
編
集
部
　
梶
谷
教
授
は
、中
学
校
や
高
校
、

企
業
な
ど
で
、「
哲
学
対
話
」
を
実
践
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
ま
ず
、
哲
学
対
話
と
は

ど
の
よ
う
な
活
動
な
の
か
を
教
え
て
く
だ

さ
い
。

梶
谷
　
哲
学
対
話
は
、
５
〜
20
人
程
度
の

参
加
者
が
輪
に
な
っ
て
座
り
、
１
つ
の

テ
ー
マ
に
つ
い
て
自
由
に
話
を
し
、
一

緒
に
考
え
て
い
く
活
動
で
す
。
テ
ー
マ

は
、
参
加
者
が
日
頃
か
ら
感
じ
て
い
る
疑

問
、
そ
の
時
に
話
し
た
い
と
思
っ
て
い
る

こ
と
な
ど
、
何
で
も
構
い
ま
せ
ん
。「
な

ぜ
、戦
争
は
な
く
な
ら
な
い
の
か
」「
な
ぜ
、

学
校
は
必
要
な
の
か
」
な
ど
、
答
え
が
１

つ
と
は
限
ら
な
い
テ
ー
マ
、
問
い
で
対
話

し
ま
す
。

　
哲
学
対
話
に
お
い
て
最
も
大
切
な
の

は
、
自
由
に
話
を
し
、
一
緒
に
考
え
る
こ

と
で
す
。
そ
の
た
め
の
ル
ー
ル
と
し
て
、

私
は
い
つ
も
次
の
８
つ
を
提
示
し
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
、
①
何
を
言
っ
て
も
よ
い
　

②
人
の
発
言
を
否
定
し
な
い
　
③
た
だ
聞

く
だ
け
で
も
よ
い
　
④
お
互
い
に
問
い
か

け
る
　
⑤
知
識
で
は
な
く
、
経
験
に
則
し

て
話
す
　
⑥
話
を
無
理
に
ま
と
め
な
い
　

⑦
意
見
が
変
わ
っ
て
も
よ
い
　
⑧
分
か
ら

な
く
な
っ
て
も
よ
い
、
で
す
。
都
立
高
校

を
始
め
、
複
数
の
高
校
で
、
放
課
後
な
ど

「
あ
り
方
・
生
き
方
」を
考
え
る
対
話
の
場
を

学
校
に
つ
く
る
た
め
に
で
き
る
こ
と

東
京
大
学
大
学
院

　総
合
文
化
研
究
科

　教
授

　梶か

じ

谷た

に

真
司

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
生
徒
に
自
己
の
「
あ
り
方
・
生
き
方
」
を
考
え
さ
せ
た
り
、
そ
の
中
で
求
め
ら
れ
る
他
者
理
解
や
相
互
承
認
を
促
し
た
り
す
る
上
で
、

大
切
な
活
動
が
「
対
話
」
だ
。
そ
こ
で
、「
対
話
」
の
場
の
１
つ
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
「
哲
学
対
話
」
の
実
践
者
で
あ
る

東
京
大
学
大
学
院
の
梶
谷
真
司
教
授
に
、
そ
の
概
要
と
実
践
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
話
を
聞
い
た
。

かじたに・しんじ　京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。専門は、哲学（現
象学）・比較文化・医療史・哲学プラクティス。東京大学大学院総合文化研究科・教養
学部附属の「共生のための国際哲学研究センター」のセンター長も務める。著書に『シュ
ミッツ現象学の根本問題～身体と感情からの思索』（京都大学学術出版会）、『考えると
はどういうことか　0歳から100歳までの哲学入門』（幻冬舎新書）など。

Dialog
実践者に聞く

答
え
が
１
つ
で
は
な
い
テ
ー
マ
に
つ
い
て

自
由
に
語
り
合
う
「
哲
学
対
話
」

1

＊プロフィールは2020年３月時点のものです。

26 Apr i l  2020

0-01-J-22036-000 2020 年度VIEW21高校版 4月号 26頁 ＣＭ
ＹＫ

再
念
校
04/07
芳賀

再
2
念
校

04/09
中田 − −/−

− − −/−
− − −/−

−
P026-027_view21koukou-4g.indd   26 2020/04/09   10:39



編
集
部
　
哲
学
対
話
は
、
生
徒
が
自
分
の

あ
り
方
や
生
き
方
を
考
え
、
深
め
る
点
で

有
効
な
場
な
の
で
し
ょ
う
か
。

梶
谷
　
生
徒
に
限
ら
ず
、
大
人
で
あ
っ
て

も
、
自
分
の
あ
り
方
や
生
き
方
を
考
え
、

そ
れ
ら
を
深
め
る
の
は
、
様
々
な
経
験
の

中
で
得
た
気
づ
き
や
疑
問
、
不
安
な
ど
を

他
者
と
共
有
す
る
中
に
お
い
て
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。だ
か
ら
こ
そ
高
校
生
に
は
、

成
功
者
の
話
を
聞
か
せ
る
こ
と
以
上
に
、

対
話
す
る
時
間
が
大
切
だ
と
、
私
は
考
え

て
い
ま
す
。
得
意
教
科
が
自
分
の
や
り
た

い
こ
と
だ
と
思
い
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る

学
生
は
、
東
京
大
学
で
も
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。
様
々
な
テ
ー
マ
で
自
由
に
語
り
合

う
中
で
、
学
生
や
生
徒
に
は
自
分
が
真
に

興
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
大
切
に
し
た

い
こ
と
に
気
づ
い
て
ほ
し
い
で
す
。
た
だ

し
、
哲
学
対
話
の
場
を
設
け
た
か
ら
と

編
集
部
　
哲
学
対
話
は
、
ど
の
よ
う
な
学

校
、
生
徒
で
も
、
す
ぐ
に
実
践
で
き
る
も

の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

梶
谷
　
教
科
学
力
な
ど
の
程
度
に
か
か
わ

ら
ず
、
す
べ
て
の
生
徒
が
哲
学
対
話
を
実

践
す
る
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

最
初
は
、
ど
ん
な
テ
ー
マ
で
話
し
合
い
た

い
の
か
を
問
う
て
も
、
生
徒
か
ら
は
す
ぐ

に
意
見
は
出
て
こ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん

し
、
テ
ー
マ
を
掲
げ
て
も
、
発
言
が
少
な

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
生
徒
に
対

話
す
る
力
が
な
い
か
ら
で
は
な
く
、
こ
れ

ま
で
教
師
や
ほ
か
の
生
徒
の
前
で
自
由
に

自
分
の
考
え
を
語
る
機
会

が
少
な
か
っ
た
た
め
、
生

徒
が
対
話
に
慣
れ
て
い
な

い
だ
け
な
の
で
す
。
じ
っ

く
り
と
生
徒
の
言
葉
を
待

つ
う
ち
に
、
生
徒
た
ち
は

自
分
の
思
い
や
考
え
を
語

り
始
め
ま
す
。「
生
徒
が
こ

れ
だ
け
の
こ
と
を
考
え
て

い
た
な
ん
て
！
」
と
、
驚

く
教
師
も
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。

を
利
用
し
た
哲
学
対
話
を
実
践
し
て
い
ま

す
。
哲
学
対
話
で
、
答
え
が
１
つ
で
は
な

い
問
い
に
向
き
合
い
、
自
ら
考
え
、
自
分

な
り
の
答
え
を
出
す
力
が
生
徒
に
育
ま
れ

た
結
果
、
進
学
実
績
を
大
き
く
伸
ば
し
た

高
校
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
教
科
学
力

の
高
い
生
徒
が
集
ま
っ
た
い
わ
ゆ
る
進
学

校
で
の
こ
と
で
は
な
く
、
高
校
入
試
の
受

験
偏
差
値
の
低
い
学
校
で
の
こ
と
で
す
。

い
っ
て
、「
と
に
か
く
話
し
な
さ
い
」
と
、

生
徒
に
対
話
を
強
制
す
る
の
は
マ
イ
ナ
ス

で
す
。「
今
は
話
し
た
く
な
い
」「
そ
の
テ
ー

マ
で
は
話
し
た
く
な
い
」
と
い
っ
た
生
徒

も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
強
制
さ
れ

る
と
自
分
の
本
音
を
語
ら
ず
に
取
り
繕
っ

て
し
ま
う
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
話
し
た

い
と
思
っ
た
生
徒
が
自
由
に
参
加
で
き
る

場
を
、
校
内
に
定
期
的
に
つ
く
っ
て
い
く

の
が
一
番
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　
今
、「
総
合
的
な
探
究
の
時
間
」
だ
け

で
な
く
、
す
べ
て
の
教
科
・
科
目
の
授
業

で
探
究
的
な
学
習
活
動
が
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
探
究
型
の
学
習
で
は
、
考
え
た
い

テ
ー
マ
や
問
い
を
生
徒
が
自
分
で
設
定

し
、
他
者
と
の
対
話
を
通
し
て
考
え
を
深

め
て
い
き
ま
す
。
そ
の
点
に
お
い
て
も
、

哲
学
対
話
は
こ
れ
か
ら
の
学
校
に
広
ま
っ

て
い
っ
て
ほ
し
い
活
動
で
す
。

　
授
業
の
中
に
対
話
を
取
り
入
れ
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。
例
え
ば
、
教
科
書
を
読
ん

で
、
書
か
れ
た
こ
と
に
対
す
る
問
い
を
生

徒
に
考
え
さ
せ
、さ
ら
に
グ
ル
ー
プ
で「
よ

い
問
い
と
そ
う
思
う
理
由
」を
語
り
合
い
、

そ
の
結
果
を
発
表
さ
せ
る
の
で
す
。
時
に

は
、
教
師
に
も
答
え
が
分
か
ら
な
い
問
い

が
飛
び
出
す
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
そ
ん
な
時
は
、
そ
の
場
で
教
師
が
答

え
ら
れ
な
く
て
も
構
い
ま
せ
ん
。
生
徒
と

一
緒
に
答
え
を
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
す
。

む
し
ろ
、
そ
う
し
た
教
師
の
態
度
か
ら
、

生
徒
は
多
く
を
学
ぶ
こ
と
で
し
ょ
う
。

哲学対話の流れの一例（50分の場合）*
•５〜20人程度の生徒、教師が輪になって座る。
❶ 哲学対話の説明（5 分程度）
以下の点について、教師が説明する
•哲学対話を実施するねらいや意図（教師としての思い）
•みんなで考えたいテーマ（問い）について自由に語り
合う場であること

•結論を出したり、意見をまとめたりする場ではないこと
❷ 問い決め（5 分程度）
•あらかじめ生徒に話し合いたいテーマ（問い）を複数
考えてきてもらい、多数決で１つの問いに絞る

❸ 対話のルールの説明（5 分）
❹ 対話（30 分）※
❺ 振り返り（5 分）
※布製の人形やクッションなど、柔らかくて持ちやすく、手元に
あると安心できるようなものを1つ用意する。それを持った人が
話をして、話し終わったら話を聞きたい人に渡す。今は話したく
ないという時は、ほかの人にそれを渡し、話したい人が手を挙げ
た場合は、その人に渡す。対話の促進を目的としたこのようなツー
ルは、「コミュニティーボール」と呼ばれる。

＊梶谷真司『考えるとはどういうことか　0歳から100歳までの哲学入門』（幻冬舎新書）を基に編集部で作成。
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「
あ
り
方
・
生
き
方
」は
教
わ
る
も
の
で
は
な
く
、

対
話
の
中
で
自
ら
考
え
、
深
め
て
い
く
も
の

2

す
べ
て
の
生
徒
・
教
師
に
、

問
い
を
立
て
、
対
話
を
楽
し
む
力
が
あ
る
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