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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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三浦隆宏三浦隆宏三浦隆宏三浦隆宏三浦隆宏
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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
）


