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ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
で
不
確
実
な
時
代
に
求
め
ら
れ
る
道
徳
教
育
と
は

哲
学
思
考
で「
同
調
」か
ら
「
調
和
と
協
調
」へ

鈴
木
　
寛
　
東
京
大
学
公
共
政
策
大
学
院
教
授
　

                         

慶
應
義
塾
大
学
S
F
C
特
任
教
授
　
日
本
サ
ッ
カ
ー
協
会
参
与

特 集

哲
学
と
道
徳
授
業

す
ぐ
に
役
立
つ
デ
ジ
タ
ル
授
業
の
ツ
ボ
⑥
　

「
ロ
イ
ロ
ノ
ー
ト
」
基
本
の「
き
」

小
倉
ち
あ
き
　
フ
リ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

授
業
前
に
確
認
し
て
お
き
た
い

道
徳
用
語
の
基
礎
知
識
②

菅
　
明
男
　
道
徳
教
育
研
究
家

道
徳
授
業
で
哲
学
を
学
ぶ
意
味

当
た
り
前
を
疑
い
深
く
考
え
議
論
す
る
こ
と
で

道
徳
と
哲
学
の
相
乗
効
果
と
好
循
環
が
生
ま
れ
る

一
ノ
瀬
正
樹
　
東
京
大
学
名
誉
教
授
　
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
名
誉
フ
ェ
ロ
ウ 

　
　
　                      

武
蔵
野
大
学
人
間
科
学
部
人
間
科
学
科
教
授 

模
範
解
答
を
類
推
さ
せ
な
い
極
意

教
師
が
哲
学
を「
か
じ
る
」こ
と
で

道
徳
授
業
を
も
っ
と
楽
し
く
で
き
る

中
村
美
智
太
郎
　
静
岡
大
学
教
育
学
部
・
教
育
学
研
究
科
准
教
授
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P2

自
由
な
議
論
と

自
律
的
な
判
断
力
を
養
う

ド
イ
ツ
の
道
徳
教
科
書

新
連
載
　私
学
の
道
徳
授
業
　

学
校
法
人
仙
台
育
英
学
園
　

秀
光
中
学
校

年
36
時
間
の
授
業
を
行
う
杜
の
都
の
道
徳
重
視
校
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時
代
の
変
化
に
追
い
つ
け
な
い

従
来
型
目
標
達
成
の
サ
イ
ク
ル

が
追
い
つ
か
な
い

　

筆
者
は
、２
０
１
４
年
秋
か
ら
２
０
１
８
年

秋
ま
で
、文
部
科
学
省
参
与
・
文
部
科
学
大
臣

補
佐
官
を
務
め
、２
０
１
５
年
に
O
E
C
D

教
育
２
０
３
０
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
、

学
習
指
導
要
領
の
改
訂
を
は
じ
め
、「
特
別
の

教
科
道
徳
」、新
科
目
「
公
共
」の
導
入
な
ど

に
関
与
し
た
。

　

２
０
１
８
年
に
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
発
表
し
た
学

び
の
羅
針
盤
（
ラ
ー
ニ
ン
グ
・
コ
ン
パ
ス
／

P2
図
１
参
照
）で
は
、教
育
の
目
的
と
し
て
個

人
と
社
会
の
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
に
資
す
る

こ
と
を
位
置
づ
け
た
。コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
（
優

秀
な
成
果
を
発
揮
す
る
個
人
の
能
力
・
行
動

特
性
）と
し
て
は
、新
た
な
価
値
を
創
造
す
る

力
、責
任
を
取
る
力
、対
立
や
ジ
レ
ン
マ
に
対

処
す
る
力
が
重
要
で
あ
り
、そ
の
た
め
に
は
、

知
識
・
技
能
の
み
な
ら
ず
価
値
観
や
姿
勢
・

態
度
の
涵
養
も
重
要
で
あ
る
と
し
た
。 

さ
ら
に
、Ａ
Ａ
Ｒ（A

nticipation

＝
見
通
し
、

A
ction

＝
行
動
、 Reflection

＝
振
り
返
り
）

サ
イ
ク
ル（
P3
図
２
参
照
）やA

gency

（
＝
能

動
的
責
任
主
体
性
）の
重
要
性
も
明
記
し
た
。

　

令
和
元
年
（
２
０
１
９
年
）度
か
ら
、特
別

の
教
科
と
し
て
「
道
徳
」が
ス
タ
ー
ト
し
た
。

「
多
様
な
価
値
観
が
、時
に
対
立
が
あ
る
場
合

を
含
め
て
、誠
実
に
そ
れ
ら
の
価
値
に
向
き

合
い
、道
徳
と
し
て
の
問
題
を
考
え
続
け
る

姿
勢
・
態
度
」を
養
う
こ
と
が
大
切
だ
と
さ
れ

て
い
る
。特
に
、発
達
の
段
階
に
応
じ
て
、答

え
が
一
つ
で
は
な
い
道
徳
的
な
課
題
を
一
人

一
人
の
児
童
生
徒
が
自
分
自
身
の
問
題
と
し

て
捉
え
、向
き
合
う
こ
と
、お
よ
び
、人
間
と

し
て
の
生
き
方
に
つ
い
て
の
自
覚
に
向
け
て

動
機
付
け
を
図
り
、物
事
を
広
い
視
野
か
ら

多
面
的
・
多
角
的
に
考
え
、道
徳
的
価
値
や
人

間
と
し
て
の
生
き
方
に
つ
い
て
自
覚
を
深
め
、

道
徳
的
価
値
に
対
す
る
思
い
や
考
え
を
ま
と

め
、道
徳
的
価
値
を
実
現
す
る
こ
と
の
よ
さ

や
難
し
さ
な
ど
を
糧
に
し
て
、今
後
の
発
展

に
つ
な
ぐ
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、そ
の
た
め

に
は
読
み
物
中
心
の
道
徳
教
育
か
ら
「
考
え

る
道
徳
」「
議
論
す
る
道
徳
」へ
の
転
換
を
図

る
こ
と
が
大
切
だ
と
さ
れ
た
。

　

令
和
4
年
（
２
０
２
２
年
）度
か
ら
は
、公

鈴木 寛 
すずきかん　

東京大学公共政策大学院教授、慶應義塾大学SFC特任教授、社
会創発塾塾長、Teach for All Global Board Member、元・文部
科学副大臣、前・文部科学大臣補佐官、日本サッカー協会参与など。
1964年生まれ。1986年 東京大学法学部卒業後、通商産業省に
入省。資源エネルギー庁、国土庁、産業政策局、生活産業局、シド
ニー大学、山口県庁、機械情報産業局などで勤務。 山口県庁出向
中に吉田松陰の松下村塾に何度も通い、若者の無限の可能性を実
感し、人材育成の大切さに目覚める。
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学
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教
授
　
慶
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大
学
S
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特
任
教
授
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本
サ
ッ
カ
ー
協
会
参
与

道
徳
的
価
値
の
重
要
性
を
理
解
は
し
て
い
て
も
、そ
れ
を
行
動
に
移
し
、実
現
す
る
の
は
難
し
い
。

さ
ま
ざ
ま
な
板
挟
み
・
葛
藤
の
な
か
で
、同
調
を
選
ん
で
し
ま
う
懸
念
が
生
じ
る
か
ら
だ
。

逃
げ
る
こ
と
な
く
人
間
の
弱
さ
に
向
き
合
い
、あ
ら
ゆ
る
方
向
か
ら
観
察
し
、思
案
し
、洞
察
を
深
め
、哲
学
教
育
を

積
み
重
ね
る
こ
と
で
「
考
え
議
論
す
る
道
徳
教
育
」が
深
ま
る
。そ
れ
ぞ
れ
が
違
い
を
認
め
、リ
ス
ペ
ク
ト
し
な
が
ら

対
話
や
熟
議
を
重
ね
る
こ
と
で
、同
調
で
は
な
い
「
調
和
と
協
調
」が
生
ま
れ
て
く
る
の
だ
。

哲
学
思
考
で「
同
調
」か
ら

「
調
和
と
協
調
」へ

ボ
ー
ダ
レ
ス
で
不
確
実
な
時
代
に
求
め
ら
れ
る
道
徳
教
育
と
は

巻頭特別寄稿  教育改革 vol.2

2

「ラーニング・コンパス 
2030（教育の羅針盤）」
では、混迷の時代を生き延
びる力を以下の三つに分
類している。
①新たな価値を創造する力

（Creating new value）
②責任を取る力

（Taking responsibility）
③緊張関係やジレンマを
調整する力

（Reconciling tensions 
& dilemmas）

【図1】



【図2】

A:Anticipation

A:Action

A:Act

C:Check

P:Plan

D:Do

共
（
科
目
）が
高
校
で
必
修
科
目
と
し
て
始

ま
っ
た
。

　
「
公
共
の
扉
」「
自
立
し
た
主
体
と
し
て
よ

り
よ
い
社
会
の
形
成
に
参
画
す
る
私
た
ち
」

「
持
続
可
能
な
社
会
づ
く
り
の
主
体
と
な
る

私
た
ち
」と
い
っ
た
三
つ
の
大
項
目
が
盛
り

込
ま
れ
、大
学
で
一
部
の
学
生
に
よ
っ
て
学

ば
れ
て
い
た
「
公
共
哲
学
」の
入
門
的
な
内

容
が
、高
校
で
必
修
と
し
て
、教
育
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。

　

特
に
、「
公
共
の
扉
」で
は

●
公
共
的
な
空
間
を
作
る
私
た
ち

●
公
共
的
な
空
間
に
お
け
る
人
間
と
し
て
の

在
り
方
・
生
き
方

●
公
共
的
な
空
間
に
お
け
る
基
本
的
原
理

な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

持
続
的
で
バ
ラ
ン
ス
の 

取
れ
た
幸
福
感
の 

獲
得
を
目
指
す

　

２
０
２
３
年
6
月
16
日
に
は
、新
た
な
教

育
振
興
基
本
計
画
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
が
、

同
計
画
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
「
日
本
社
会

に
根
差
し
た
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
の
向
上
」

が
盛
り
込
ま
れ
た
。ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
と

は
、身
体
的
・
精
神
的
・
社
会
的
に
良
い
状
態

に
あ
る
こ
と
、短
期
的
な
幸
福
の
み
な
ら
ず
、

生
き
が
い
や
人
生
の
意
義
な
ど
の
将
来
に
わ

た
り
持
続
的
な
幸
福
を
含
む
概
念
と
さ
れ
て

い
る
。

　

計
画
に
お
い
て
は
、

●
多
様
な
個
人
そ
れ
ぞ
れ
の
幸
せ
や
生
き
が

い
を
感
じ
る
と
と
も
に
、地
域
や
社
会
が
幸

せ
や
豊
か
さ
を
感
じ
ら
れ
る
も
の
に
す
る
た

PDCA（計画/Plan・実行/Do・評価/Check・改善/
Action）サイクルは、何らかの前提に基づいて中長期
的な計画を立て、その通りに実行し、評価と改善を行う。
しかし、VUCAの時代にPDCA サイクルは通用しない。
目まぐるしく変動し、計画を立てるための前提が次 と々
変わるからだ。一方、AAR（見通し/Anticipation・ 
行動/Action・振り返り/Reflection）サイクルは、継続
的に自らの志向を改善し、集団のウェルビーイングに 
向かって意図的に、また責任をもって行動するための
反復的なプロセスである。ある程度の見通しが立った
らすぐにやってみる。走りながら修正し、少しずつ完成
に近づけていくという手法で、これからの時代に最も適
したコンピテンシーと言えるのである。
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め
の
教
育
の
在
り
方

●
幸
福
感
、学
校
や
地
域
で
の
つ
な
が
り
、利

他
性
、協
働
性
、自
己
肯
定
感
、自
己
実
現
等

が
含
ま
れ
、協
調
的
幸
福
と
獲
得
的
幸
福
の

バ
ラ
ン
ス
を
重
視

●
日
本
発
の
調
和
と
協
調
（Balance &

 
H

arm
ony

）に
基
づ
く
ウ
エ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
を

発
信

な
ど
が
明
記
さ
れ
た
。

　

特
に
、「
調
和
と
協
調
」に
基
づ
く
ウ
ェ
ル

ビ
ー
イ
ン
グ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
し
て
は
、

２
０
２
２
年
Ｇ
20
教
育
大
臣
会
合
（
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
・
バ
リ
）議
長
総
括
に
も
示
さ
れ
た
が
、

２
０
２
３
年
5
月
12
日
か
ら
15
日
ま
で
、富

山
と
金
沢
で
開
催
さ
れ
た
Ｇ
７
教
育
大
臣
会

合
で
採
択
さ
れ
た
「
富
山
・
金
沢
宣
言
」の
中

で
も
そ
の
重
要
性
が
明
記
さ
れ
た
。

　

こ
う
し
た
一
連
の
流
れ
で
見
え
て
く
る
の

が
、近
年
の
中
等
教
育
に
お
け
る
「
哲
学
」と

「
道
徳
」の
教
育
の
重
要
性
の
高
ま
り
で
あ
る
。

O
E
C
D
教
育
２
０
３
０
で
も
、態
度
や
価

値
観
の
醸
成
が
知
識
・
技
能
と
並
ん
で
学
び

の
基
盤
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、V
U
C
A

（V
olatility

＝
不
安
定
、Uncertainty

＝
不

確
定
、Com

plexity

＝
複
雑
性
、Am

biguity

＝
曖
昧
性　

こ
れ
ら
が
渦
巻
き
目
ま
ぐ
る
し

く
変
転
す
る
予
測
困
難
な
社
会
）や
グ
ロ
ー

バ
ル
化
に
よ
り
、多
様
な
価
値
観
を
も
っ
た

人
々
と
日
常
的
に
共
生
し
て
い
か
ね
ば
な
ら

な
い
、正
義
や
正
解
を
一
つ
に
絞
る
こ
と
が

困
難
な
場
面
が
増
え
る
時
代
と
な
っ
て
い
る
。

加
え
て
前
述
の
よ
う
に
、ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン

グ
が
新
教
育
振
興
基
本
計
画
や
Ｇ
７
や
Ｇ
20

で
も
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、社

会
全
体
が
、こ
れ
ま
で
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
至
上
主
義

を
卒
業
し
て
、主
観
的
幸
福
を
は
じ
め
と
し

て
、改
め
て
、真
の
幸
福
と
は
何
か
を
問
い
直

す
べ
き
時
代
と
な
っ
て
い
る
。

哲
学
と
道
徳
の
融
合
が

相
乗
効
果
と

好
循
環
を
生
む

　

こ
れ
ら
の
時
代
の
流
れ
を
受
け
、異
な
る

価
値
観
や
考
え
を
も
っ
た
他
者
の
存
在
を
認

識
、理
解
、リ
ス
ペ
ク
ト
し
て
い
く
こ
と
の
重

要
性
と
、異
な
る
存
在
と
い
か
に
向
き
合
っ

て
い
く
か
と
い
う
態
度
の
修
得
を
め
ざ
す

「
道
徳
教
育
」と
、各
自
の
価
値
観
を
醸
成
し
、

多
面
的
・
多
角
的
な
見
方
・
考
え
方
を
獲
得
す

る「
哲
学
教
育
」の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。

　

道
徳
教
育
に
お
い
て
は
、道
徳
的
価
値
の

重
要
性
を
理
解
す
る
こ
と
は
当
然
だ
が
、理

解
は
し
て
い
て
も
、そ
れ
を
行
動
に
移
し
・
実

現
す
る
こ
と
が
な
か
な
か
難
し
い
の
が
人
間

で
あ
る
。な
ぜ
、難
し
い
の
か
？　

ど
ん
な
板

挟
み
・
葛
藤
に
直
面
し
て
い
る
の
か
？　

を
、

逃
げ
る
こ
と
な
く
直
視
し
、振
り
返
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。人
間
の
弱
さ
に
向
き
合
っ
て
、

は
じ
め
て
人
間
と
い
う
も
の
を
俯
瞰
的
・
多

角
的
・
多
面
的
に
観
察
し
、思
索
し
、洞
察
が

深
ま
っ
て
い
く
。同
時
に
、哲
学
教
育
を
積
み

重
ね
る
こ
と
で
「
考
え
対
話
す
る
道
徳
教
育
」

が
深
ま
っ
て
い
く
。ま
さ
に
、道
徳
教
育
と
哲

学
教
育
の
相
乗
効
果
・
好
循
環
が
生
ま
れ
る
。

　

道
徳
教
育
は
、
と
も
す
る
と
同
調
圧
力
と

な
っ
て
し
ま
う
懸
念
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

ま
ず
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
違
い
を
認
め
、
リ
ス

ペ
ク
ト
し
な
が
ら
、
対
話
や
熟
議
を
重
ね
る

こ
と
で
、
同
調
で
は
な
い
「
調
和
と
協
調
」

が
生
ま
れ
て
く
る
。
今
こ
そ
、
そ
れ
ぞ
れ
の

教
育
の
現
場
で
、
対
話
や
熟
議
を
促
す
た
め

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
デ
ザ
イ
ン
や
教

授
法
が
進
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
強
く
期

待
さ
れ
る
。

2023 年5 月12 日〜15 日の期間、富山
県及び石川県においてG7 富山・金沢教
育大臣会合が開催された。永岡前文部科
学大臣が議長となり、「コロナの影響を踏
まえた今後の教育のあり方」を全体テーマ
として、四つの大臣会合セッションにおい
て議論を行った。「教育は民主主義や自由、
法の支配や平和の礎である」との価値観
を改めて共有するとともに、「コロナ禍を経
た学校の役割の発揮とICT 環境整備」

「全ての子供たちの可能性を引き出す教
育の実現」「社会課題の解決とイノベー
ションを結び付けて成長を生み出す人材
の育成」「国際社会の連携に向け、新たな
価値を創造するための国際教育交流の推
進」について、取り組みの方向性に合意、

「富山・金沢宣言」を採択した。

哲
学
と
道
徳
の
教
育
を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
、互
い
に
違
い
を
認
め
、リ
ス
ペ
ク
ト
し
な
が
ら
、

対
話
や
熟
議
を
重
ね
、同
調
で
は
な
い「
調
和
と
協
調
」
が
生
ま
れ
て
く
る
。

写真：文部科学省
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一ノ瀬正樹 いちのせまさき　
1957 年茨城県土浦市生まれ　ジョン・ロック、デイヴィッド・ヒュー
ムなどイギリス経験論哲学の研究からはじまり、近年は因果、人格、
確率などをめぐり独自の哲学を展開している。『死の所有』（東京
大学出版会）、『確率と曖昧性の哲学』（岩波書店）、『放射能問
題に立ち向かう哲学』（筑摩選書）、『英米哲学入門――「である」
と「べき」の交差する世界』（ちくま新書）ほか、著書、論文多数。
現在、『茨城新聞』に哲学のエッセイを連載中。また、「ためらい」を
テーマにした哲学書を執筆している。

哲
学
教
育
は
、問
い
を
提
起
し
、そ
の
問
い
に
対
す
る
意
見
や
考
え
を
出
し
合
い
、

み
な
で
議
論
す
る
こ
と
で
理
解
を
深
め
て
い
く
も
の
。

こ
の
哲
学
的
な
考
え
方
を
道
徳
授
業
に
生
か
す
こ
と
で
、相
乗
効
果
と
好
循
環
を
生
み
出
す
こ
と
が
期
待
で
き
る
。

道
徳
授
業
で
哲
学
を
学
ぶ
意
味

当
た
り
前
を
疑
い
深
く
考
え

議
論
す
る
こ
と
で
道
徳
と
哲
学
の

相
乗
効
果
と
好
循
環
が
生
ま
れ
る

正義の女神テミス。剣と天秤を持つ正義の
女神の姿は、司法、裁判の公正さを表す象
徴として、司法関係機関に飾られてきた。司
法も道徳も大きな意味を持つ。しかし、哲学
的には正義ほどややこしい概念はない。

特集  哲学と道徳教育

5

文
／
一
ノ
瀬
正
樹  
東
京
大
学
名
誉
教
授 

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
名
誉
フ
ェ
ロ
ウ 

武
蔵
野
大
学
人
間
科
学
部
人
間
科
学
科
教
授

正
義
ほ
ど
や
や
こ
し
い  

概
念
は
な
い　

　
私
は
茨
城
の
小
学
校
「
青
葉
台
初
等
学

部
」で
「
子
ど
も
哲
学
」の
授
業
を
数
回
受

け
持
っ
た
ほ
か
、高
校
で
も
「
哲
学
入
門
」

の
よ
う
な
講
演
会
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。中
学
生
に
教

え
た
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、本
稿
で

は
そ
れ
ら
の
経
験

か
ら
、道
徳
教
育
と

哲
学
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
私
な
り
の
考

え
を
少
し
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
道
徳
は
、「
あ
い
さ
つ
を
し
ま
し
ょ
う
」

「
い
じ
め
は
い
け
ま
せ
ん
」と
い
っ
た
小
学

生
の
生
活
マ
ナ
ー
レ
ベ
ル
の
話
だ
と
何
の

問
題
も
あ
り
ま
せ
ん
。大
切
な
こ
と
な
の

で
、生
徒
に
き
ち
ん
と
教
え
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。し
か
し
、道
徳
や
倫
理
で
は
内
容

が
も
う
少
し
複
雑
で
深
く
な
る
と
、解
決

で
き
な
い
場
面
が
多
々
発
生
し
ま
す
。

　
例
え
ば
、人
権
問
題
で
す
。道
徳
で
人
権

を
守
る
こ
と
の
大
切
さ
を
教
え
る
の
は
重

要
で
す
が
、人
権
と
い
う
の
は
場
合
に

よ
っ
て
は
衝
突
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
代
表
的
な
の
は
、表
現
の
自
由
と
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
の
権
利
で
す
。表
現
の
自
由
が

あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、他
者
に
つ
い
て
何

で
も
好
き
勝
手
に
発
言
し
た
り
、情
報
発

信
し
た
り
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
道
徳
や
倫
理
で
は
「
正
義
」が
大
き
な

意
味
を
持
ち
ま
す
が
、正
義
と
い
う
概
念

ほ
ど
や
や
こ
し
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
戦
争
が
典
型
的
で
す
。戦
争
は
た
い
て

い
自
国
の
正
義
を
主
張
し
な
が
ら
勃
発
し

ま
す
。ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
も
、非

常
に
許
し
が
た
い
行
為
で
す
が
、プ
ー
チ

ン
大
統
領
は
お
そ
ら
く
自
分
に
は
正
義
が

あ
る
と
考
え
て
い
る
で
し
ょ
う
。

哲
学
の
一
番
の
反
対       

概
念
は
自
分
は
絶
対
に

正
し
い
と
す
る「
独
善
」

　

道
徳
や
倫
理
は
、平
穏
な
日
常
生
活
が

営
ま
れ
て
い
る
限
り
は
問
題
に
な
り
ま
せ

ん
。し
か
し
、何
か
深
刻
な
ト
ラ
ブ
ル
が
発

生
し
、大
き
な
意
見
の
対
立
が
生
ま
れ
た
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時
に
、道
徳
や
倫
理
の
難
し
さ
が
表
面
化

し
ま
す
。

　
例
え
ば
、死
刑
制
度
の
問
題
や
安
楽
死

の
是
非
で
す
。「
人
を
殺
し
て
は
い
け
な

い
」と
い
う
の
が
道
徳
的
な
規
範
で
す
が
、

実
際
に
は
人
々
の
意
見
は
多
様
で
す
。

　
こ
う
し
た
問
題
を
考
え
る
時
に
有
効
な

の
が
哲
学
で
す
。近
年
、学
校
教
育
に
哲
学

が
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景

に
は
、社
会
の
価
値
観
が
多
様
化
し
、日
常

の
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
価
値
観
の
相
違
に

よ
る
意
見
の
対
立
な
ど
が
増
え
て
い
る
こ

と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
哲
学
の
一
番
の
反
対
概
念
は
、「
独
善
」

で
す
。自
分
は
正
し
い
、自
分
と
違
う
考
え

は
間
違
い
だ
と
断
定
す
る
の
は
、非
哲
学

的
な
考
え
で
す
。道
徳
や
倫
理
に
つ
い
て

も
、実
は
深
く
考
え
る
と
、絶
対
の
答
え
は

出
な
い
ん
だ
、難
し
い
ん
だ
、と
い
う
こ
と

を
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
が
、哲
学
教
育

の
意
義
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

　
哲
学
の
領
域
の
核
心
を
な
す
の
は
、問

い
を
提
起
す
る
こ
と
な
の
で
、哲
学
教
育

で
は
、問
い
を
提
起
し
、そ
の
問
い
に
対
す

る
意
見
や
考
え
を
出
し
て
も
ら
い
、み
ん

な
で
議
論
す
る
こ
と
で
理
解
を
深
め
て
い

き
ま
す
。そ
の
学
び
が
道
徳
教
育
に
も
影

響
を
及
ぼ
し
、道
徳
教
育
と
哲
学
教
育
の

相
乗
効
果
・
好
循
環
を
生
み
だ
す
こ
と
に

つ
な
が
る
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

　
具
体
的
な
例
と
し
て
、こ
こ
で
は
遺
伝

子
組
み
換
え
食
品
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま

し
ょ
う
。日
本
で
は
多
く
の
食
品
に
「
遺

伝
子
組
み
換
え
で
な
い
」と
表
示
さ
れ
て

い
ま
す
。遺
伝
子
組
み
換
え
食
品
は
健
康

面
で
不
安
だ
と
考
え
る
日
本
人
は
多
い
と

思
い
ま
す
。し
か
し
、遺
伝
子
組
み
換
え
食

品
は
、も
と
も
と
貧
困
や
飢
餓
を
救
う
た

め
に
、安
く
て
安
全
な
も
の
と
い
う
善
意

で
生
ま
れ
た
食
品
で
す
。遺
伝
子
組
み
換

え
食
品
を
排
除
す
る
と
い
う
こ
と
は
、逆

に
言
う
と
間
接
的
に
は
、自
分
は
飢
餓
や

貧
困
に
無
関
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。難
し
い
問
題
で
す
。

哲
学
的
な
幸
せ
っ
て
　
　

何
だ
ろ
う

　

今
年
７
月
に
小
学
校
で
、「
幸
せ
っ
て

何
」と
い
う
テ
ー
マ
で
話
を
し
ま
し
た
。

「
寝
て
い
る
時
」「
お
い
し
い
も
の
食
べ
る

こ
と
」な
ど
率
直
な
答
え
が
返
っ
て
き
ま

し
た
。予
想
通
り
で
し
た
が
、そ
の
中
に

「
勝
っ
た
時
」と
答
え
た
生
徒
が
い
て
、話

が
膨
ら
み
ま
し
た
。ス
ポ
ー
ツ
や
コ
ン

ク
ー
ル
な
ど
で
優
勝
し
た
ら
う
れ
し
い
。

確
か
に
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。し
か
し
、勝

負
事
に
は
敗
者
も
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
「
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
」の
概

念
を
用
い
な
が
ら
話
を
し
ま
し
た
。ハ
ピ

ネ
ス
は
個
人
的
な
幸
せ
で
、意
味
す
る
範

囲
が
限
定
さ
れ
る
の
に
対
し
、ウ
ェ
ル

ビ
ー
イ
ン
グ
は
「
身
体
的
・
精
神
的
・
社

会
的
に
健
康
な
状
態
」を
指
し
ま
す
。社
会

的
に
健
全
と
い
う
の
は
人
と
の
つ
な
が
り

も
含
む
の
で
、一
個
人
だ
け
で
は
成
立
し

ま
せ
ん
。勝
者
の
誕
生
は
、社
会
現
象
と
し

て
敗
者
を
生
み
ま
す
。も
ち
ろ
ん
、敗
者
の

中
に
は
ベ
ス
ト
を
尽
く
し
て
満
足
し
て
い

る
人
も
い
れ
ば
、悔
し
さ
で
涙
を
流
す
人

も
い
る
で
し
ょ
う
。は
た
し
て
勝
負
事
に

勝
つ
こ
と
は
、ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
と
言

え
る
で
し
ょ
う
か
。

　

も
う
一
つ
の
例
と
し
て
、あ
る
高
校
で

の
Ｓ
Ｄ
Ｇｓ
に
関
す
る
講
演
に
つ
い
て
紹

介
し
ま
す
。お
い
し
い
も
の
を
食
べ
る
と

た
い
て
い
の
人
は
幸
せ
を
感
じ
ま
す
。

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
が
大
好
き
な
人
も
い
る
と

思
い
ま
す
。チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
原
料
カ
カ

オ
は
、西
ア
フ
リ
カ
の
コ
ー
ト
ジ
ボ
ア
ー

ル
や
ガ
ー
ナ
が
主
要
生
産
国
で
す
が
、カ

カ
オ
の
生
産
は
児
童
労
働
の
問
題
と
も
密

接
に
関
係
し
て
い
ま
す
。チ
ョ
コ
レ
ー
ト

を
食
べ
て
幸
福
感
を
得
る
こ
と
は
、児
童

労
働
を
間
接
的
に
支
持
す
る
こ
と
に
も
つ

な
が
り
か
ね
ま
せ
ん
。社
会
全
体
を
よ
く

す
る
こ
と
が
本
来
め
ざ
す
べ
き
ウ
ェ
ル

ビ
ー
イ
ン
グ
だ
と
す
れ
ば
、こ
の
問
題
は

ど
う
捉
え
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。児

童
労
働
な
ど
を
排
除
し
た
フ
ェ
ア
ト
レ
ー

ド
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
を
選
択
す
る
こ
と
は
一

つ
の
解
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

つ
ま
り
、個
人
の
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ

を
達
成
す
る
の
に
、他
者
の
犠
牲
を
必
要

と
す
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
に
つ
い
て
考
え
る
の

は
簡
単
で
は
な
い
、相
当
込
み
入
っ
た
問

題
だ
と
分
か
っ
て
き
ま
す
。そ
れ
は
私
自

身
が
最
近
、実
感
し
て
い
る
こ
と
で
す
。　

　
ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン
グ
は
、哲
学
の
世
界

で
は
シ
リ
ア
ス
で
す
。ウ
ェ
ル
ビ
ー
イ
ン

グ
に
宿
る
難
し
い
側
面
も
理
解
し
て
い
た

だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

絶
対
に
正
し
い
！       

と
い
う
も
の
は
な
い

　
私
は
「
た
め
ら
い
」が
大
事
だ
と
考
え

て
い
ま
す
。こ
れ
が
正
し
い
と
思
っ
て
も
、

も
し
か
し
た
ら
違
う
見
方
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
と
い
っ
た
ん
立
ち
止
ま
る
。躊
躇

す
る
。つ
ま
り
、物
事
に
は
多
面
性
が
あ
る

こ
と
を
理
解
す
る
。哲
学
教
育
を
通
じ
て
、

道
徳
教
育
で
は
そ
の
必
要
性
を
教
え
る
こ

と
が
大
切
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
も
ち
ろ
ん
、多
面
性
が
あ
る
と
は
言
っ

て
も
、あ
ら
ゆ
る
も
の
を
す
べ
て
相
対
化

す
る
と
、何
も
決
ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。目
の
前
の
問
題
を
解
決
す

る
に
は
、落
と
し
ど
こ
ろ
が
必
要
で
す
。そ

れ
に
は
民
主
主
義
的
な
話
し
合
い
し
か
な

く
、そ
の
時
々
の
判
断
で
一
定
の
大
枠
の

方
向
性
を
決
め
て
そ
れ
に
従
う
。

　
た
だ
し
、そ
れ
も
絶
対
に
正
し
い
も
の

で
は
な
い
こ
と
を
理
解
し
て
お
く
こ
と
が

大
事
に
な
り
ま
す
。正
し
い
選
択
な
の
か

遺伝子組み換え野菜や種を使った食品に対して健康
上の不安をもつ人は少なくないが、もともとは飢餓や貧
困対策と安くて安全な食品をと善意で開発されたもの
である。排除が正しいのかどうか、難しい問題ではある。



特集  哲学と道徳教育

英米哲学入門―
「である」と「べき」の
交差する世界
事実（である）と規範（べき）が織りなす世界の
謎を架空のシッテルン博士と生徒の掛け合いで
論じ、世界の当たり前を疑ってみる。経験や言語
を足場に考え抜いてきたロック、バークリー、ヒュー
ム、ラッセルなど著名な哲学者たちの議論を糸口
に、素朴だが深い哲学の根本問題を思考できる
哲学入門書。ちくま書房　980 円＋税

SDG ｓの基礎〜
みずから学ぶ世界の課題
17 のゴールと169 のターゲットを持つSDGｓ。い
まやおなじみの「持続可能な開発目標」だが、基
礎の基礎から解説しているのが本書。特に後半の

「SDGｓを哲学する」は、私たちが考えるべき主題
が例題集的にまとめられており、道徳授業にその
まま生かせそう。持続可能性、気候変動、ウェル
ビーイングなど、現代的課題の対応も見えてくる。
武蔵野大学出版会　2,200 円＋税
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ど
う
か
、１
０
０
％

は
分
か
ら
な
い
と

い
う
自
覚
が
必
要

で
す
。同
調
圧
力
で

こ
っ
ち
が
正
義
だ

と
み
な
さ
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
い

う
形
に
な
り
が
ち

で
す
が
、そ
れ
で
は

い
け
ま
せ
ん
。

　

哲
学
教
育
は
、人

間
は
知
っ
た
か
ぶ

り
し
て
い
る
が
、本

当
は
何
も
分
か
っ
て

い
な
い
と
悟
る
こ
と
を
最
終
的
な
ゴ
ー
ル

に
し
て
い
ま
す
。で
す
か
ら
何
か
の
役
に

立
つ
と
い
う
の
は
、本
来
の
哲
学
の
考
え

方
か
ら
す
る
と
邪
道
で
す
。「
子
供
哲
学
」

に
も
批
判
が
あ
り
ま
す
。哲
学
の
教
育
で

子
供
の
思
考
力
を
伸
ば
し
た
り
、問
い
の

力
を
高
め
た
り
と
い
う
目
的
の
た
め
に
哲

学
を
学
ぶ
の
は
お
か
し
い
と
い
う
考
え
方

で
す
。

哲
学
の
副
作
用          

と
し
て
の
効
果

　

他
方
で
、子
供
の
た
め
の
哲
学
、Ｐ
４
Ｃ

（philosophy for children

）の
実
践
が
、

あ
く
ま
で
結
果
的
に
で
す
が
、国
語
や
算

数
、理
科
の
理
解
力
ア
ッ
プ
に
結
び
つ
く

と
大
い
に
期
待
さ
れ
て
も
い
ま
す
。さ
ら

に
言
う
と
、大
学
入
試
に
も
役
立
ち
ま
す
。

い
ま
大
学
の
多
く
が
推
薦
入
試
を
取
り
入

れ
て
い
ま
す
。推
薦
入
試
は
面
接
が
あ
り
、

「
人
が
見
て
い
な
い
と
き
に
事
物
は
存
在

し
続
け
る
の
か
」と
い
っ
た
哲
学
的
な
問

い
が
し
ば
し
ば
提
起
さ
れ
ま
す
が
、子
供

の
頃
か
ら
Ｐ
４
Ｃ
の
授
業
を
受
け
て
き
た

受
験
生
に
は
、こ
れ
が
哲
学
的
な
問
い
だ

と
気
づ
く
は
ず
で
す
。受
け
答
え
も
、そ
う

で
な
い
受
験
生
と
比
べ
て
、格
段
に
知
的

な
も
の
に
な
る
と
期
待
で
き
ま
す
。哲
学

教
育
の
本
来
の
目
的
に
反
し
て
は
い
ま
す

が
、そ
う
し
た
副
作
用
が
生
ま
れ
て
い
ま

す
。

　

中
学
の
道
徳
教
育
で
は
、小
学
生
の
マ

ナ
ー
教
育
と
は
異
な
り
、深
い
問
題
は
難

し
い
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
、活
発
な
議

論
が
望
ま
れ
ま
す
。さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が

出
て
当
然
で
す
。答
え
を
求
め
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
。本
稿
が
先
生
方
の
道
徳
教

育
の
実
践
の
一
助
に
な
れ
ば
、哲
学
・
倫

理
学
の
研
究
者
と
し
て
幸
い
で
す
。

一ノ瀬先生がお薦めする

哲
学
は
、本
当
に
「
分
か
ら
な
い
」と
い
う
こ
と
を
体
験
す
る
こ
と
か
ら
始

ま
る
。こ
れ
が
一
ノ
瀬
先
生
の
哲
学
入
門
の
考
え
方
。こ
れ
は
謎
だ
、こ
れ

は
不
思
議
だ
と
い
う
こ
と
を
実
感
す
る
こ
と
こ
そ
が
、最
重
要
の
核
心
だ

と
言
う
。そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、『
英
米
哲
学
入
門
』。す
ぐ
に
で
も
授
業

に
哲
学
的
な
問
題
を
提
起
す
る
な
ら
『
S
D
G
ｓ
の
基
礎
』が
最
適
だ
。

 

道
徳
授
業
に
役
立
つ

哲
学
入
門
の
本

チョコレートを食べると幸せ感じる人は多い。
しかし、原料のカカオ豆はコートジボアールや
ガーナなど西アフリカの国が主な生産国。そ
こでは児童労働が問題となっている。



哲
学
と
は
複
雑
な
事
象
を

論
理
や
原
理
に
よ
っ
て

言
葉
で
説
明
す
る
学
問

　

道
徳
の
授
業
は
、ど
の
よ
う
に
実
践
す

れ
ば
、「
特
別
の
教
科　

道
徳
」（
以
下
、「
道

徳
科
」）が
め
ざ
す
も
の
と
な
る
の
で
し
ょ

う
か
。

　

道
徳
科
の
特
徴
は
、ご
承
知
の
よ
う
に

「
考
え
、議
論
す
る
」で
す
。こ
れ
ま
で
の

「
道
徳
の
時
間
」で
は
、読
み
物
資
料
を
活

用
し
て
、登
場
人
物
の
気
持
ち
を
推
し
量

る
こ
と
を
中
心
に
授
業
を
展
開
す
る
と
い

う
傾
向
が
あ
り
ま
し
た
。こ
う
し
た
傾
向

を
転
換
し
よ
う
と
い
う
の
が
、こ
の「
考
え
、

議
論
す
る
道
徳
」の
趣
旨
に
な
り
ま
す
。

　

先
人
た
ち
の
中
で
、「
考
え
、議
論
す

る
」こ
と
を
地
道
に
、か
つ
熱
心
に
続
け
て

き
た
人
々
は
、哲
学
者
と
呼
ば
れ
て
き
ま

し
た
。哲
学
者
と
い
う
と
、な
ん
だ
か
難
し

い
こ
と
を
深
刻
に
考
え
る
人
と
い
う
印
象

が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
「
哲
学
」と
い
う
日
本
語
は
、古
代
ギ
リ

シ
ア
語
の
「
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
」を
語
源

と
し
て
い
ま
す
。こ
の
「
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ

ア
」は
「
フ
ィ
レ
イ
ン
（philein

）＝
愛

す
る
」と
「
ソ
フ
ィ
ア
（sophia

）＝
知
」

で
構
成
さ
れ
た
言
葉
で
す
が
、こ
の
「
知

を
愛
す
る
」と
い
う
言
葉
を
、「
哲
学
」と

い
う
言
葉
を
造
語
し
て
翻
訳
し
た
の
は
、

明
治
時
代
の
西
周
（
に
し
あ
ま
ね 1829- 

97

）で
し
た
。

　

な
ぜ
西
は
、「
愛
知
」や
「
知
愛
」と
翻
訳

せ
ず
に
「
哲
学
」と
し
た
の
で
し
ょ
う
か

（
西
は
「
希
哲
学
」「
窮
理
学
」等
と
も
訳

し
て
い
ま
し
た
が
、最
終
的
に
は
「
哲
学
」

が
定
着
し
ま
し
た
）。こ
の
こ
と
は
、と
て

も
興
味
深
い
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
「
哲
」と
い
う
漢
字
は
、「
折
」

と
「
口
」で
構
成
さ
れ
る
会
意
文
字
で
す
。

「
折
」は
「
絡
み
合
っ
た
複
雑
な
物
事
」を
、

「
口
」は
「
言
葉
で
明
ら
か
に
す
る
」こ
と

を
そ
れ
ぞ
れ
意
味
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

だ
か
ら
、「
哲
学
」と
は
、自
然
や
世
界
、人
生

と
い
っ
た
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
状
態
で
私

た
ち
の
前
に
現
れ
る
も
の
を
、論
理
や
原

理
に
よ
っ
て
言
葉
で
説
明
し
よ
う
と
す
る

学
問
で
あ
る
、と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

と
こ
ろ
で
、「
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
」が
登

場
す
る
以
前
ま
で
は
、そ
う
し
た
複
雑
な

こ
の
世
界
に
つ
い
て
説
明
を
与
え
て
き
た

の
は
、「
宗
教
」や
「
神
話
」で
し
た
。「
世

界
は
な
ぜ
存
在
す
る
の
か
」「
正
義
と
は

何
か
」「
よ
く
生
き
る
こ
と
と
は
ど
う
い

う
こ
と
か
」と
い
っ
た
、複
雑
で
大
き
な

問
い
に
、一
定
の
解
答
を
与
え
て
く
れ
た

の
で
す
。と
こ
ろ
が
、こ
れ
ら
に
は
弱
点
も

あ
り
ま
す
。そ
れ
は
、そ
の
説
明
が
、こ
れ

を
信
じ
る
も
の
の
間
で
し
か
通
用
せ
ず
、

中村美智太郎 なかむらみちたろう　

1976 年生まれ。一橋大学大学院言語社会研究
科博士課程修了、博士（学術）。一橋大学特別研
究員、マールブルク大学客員研究員等を経て、現
職。静岡大学現代教育研究所副所長，文部科学
省中央教育審議会専門委員。『討論して学ぶ探
究的道徳ケースブック』（静岡学術出版 ）他著書、
論文多数。

文
／

中
村
美
智
太
郎  
静
岡
大
学
教
育
学
部
・
教
育
学
研
究
科
准
教
授

哲
学
を
「
か
じ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、哲
学
者
や
思
想
家
の
知
識
を
鵜
呑
み
に
し
て
ひ
け
ら
か
す
の
で
は
な
く
、

そ
れ
を
ヒ
ン
ト
に
し
て
自
然
や
世
界
、人
生
な
ど
複
雑
な
こ
と
を
熟
考
し
、子
供
た
ち
に
言
葉
に
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
。

こ
う
し
た
こ
と
を
地
道
に
繰
り
返
し
て
い
く
こ
と
で
「
考
え
、議
論
す
る
」こ
と
が
可
能
に
な
り
、

道
徳
の
授
業
が
よ
り
自
由
で
楽
し
い
も
の
に
な
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。

教
師
が
哲
学
を「
か
じ
る
」こ
と
で

道
徳
授
業
を
も
っ
と
楽
し
く
で
き
る

模
範
解
答
を
類
推
さ
せ
な
い
極
意

8
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多
く
の
場
合
、同
じ
共
同
体
の
内
部
で
し

か
通
用
し
な
い
こ
と
で
す
。

道
徳
授
業
で
求
め
ら
れ
る

先
人
の
知
を
鵜
呑
み
に
せ
ず

物
事
を
吟
味
す
る
態
度

　

こ
れ
に
対
し
て
、「
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
」

は
、神
話
や
物
語
を
使
っ
て
信
念
に
基
づ

く
根
拠
か
ら
説
明
し
よ
う
す
る
の
で
は
な

く
、原
理
や
概
念
に
よ
っ
て
言
葉
で
説
明

し
よ
う
と
す
る
、ま
さ
に
「
哲
学
」の
漢
字

が
示
す
よ
う
な
営
み
な
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
哲
学
を
「
か
じ
る
」こ
と

は
、「
考
え
、議
論
す
る
」こ
と
へ
の
す
ぐ

れ
た
導
き
に
な
る
で
し
ょ
う
。こ
の
こ
と

は
、哲
学
者
や
思
想
家
に
つ
い
て
の
知
識

を
衒
学
的
に
増
や
し
て
い
く
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。む
し
ろ
そ
う
し
た
先
人
の
知

を
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
な
く
、そ
れ
を
ヒ

ン
ト
に
し
つ
つ
、い
っ
た
ん
立
ち
止
ま
っ

て
物
事
を
よ
く
吟
味
す
る
態
度
（
＝
ク
リ

テ
ィ
カ
ル
・
シ
ン
キ
ン
グ
）が
、道
徳
科
の

実
践
で
は
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
実
践
は
、よ
り
自
由
で
よ
り

楽
し
い
も
の
に
な
る
可
能
性
を
秘
め
て
い

ま
す
。教
師
が
、「
神
話
」や
「
宗
教
」を
解

説
す
る
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
の
で
は
な

く
、哲
学
者
の
よ
う
に
、こ
う
し
た
実
践
を

地
道
に
、か
つ
熱
心
に
重
ね
る
こ
と
で
、新

し
い
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
公
共
性
や
共
同

体
の
あ
り
方
を
一
人
一
人
が
描
き
出
し
て

い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、も
と
も
と「
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ

ア
」は
、単
に
「
愛
知
の
学
」
を
意
味
し
て

い
る
だ
け
で
す
の
で
、「
何
」を
明
ら
か
に

し
た
い
の
か
ま
で
は
、少
な
く
と
も
言
葉

の
上
で
は
、未
規
定
の
ま
ま
で
あ
る
と
も

言
え
ま
す
。も
ち
ろ
ん
こ
の
世
界
を
体
系

的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
先
人
は
多

く
い
ま
す
が
、逆
に
言
え
ば
、明
ら

か
に
し
た
い
こ
と
は
そ
れ
だ
け
多

様
で
あ
る
は
ず
だ
と
も
言
え
ま
す
。

　

道
徳
科
で
考
え
る
対
象
も
、本
来

は
多
様
な
も
の
で
あ
り
、ま
た
複
雑

に
絡
み
合
っ
た
も
の
で
も
あ
り
ま

す
。道
徳
科
で
示
さ
れ
る
内
容
項
目

は
、こ
う
し
た
複
雑
さ
に
立
ち
向
か

う
際
の
、思
考
す
る
た
め
の
よ
く
で

き
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
役
割
を
果

た
す
も
の
で
す
。で
す
か
ら
、内
容

項
目
を
あ
た
か
も
「
神
話
」や「
宗

教
」で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
う
こ
と

は
避
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、道
徳
科

を
担
当
す
る
教
師
は
、教
材
に
対
す

る
暗
黙
の
う
ち
に
想
定
さ
れ
る
模

範
解
答
を
学
習
者
に
類
推
さ
せ
る

の
で
は
な
く
、学
習
者
が
そ
う
し
た
複
雑

な
対
象
に
対
し
て
、ど
の
よ
う
な
立
場
に

立
ち
、ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
考
え
た
い

の
か
と
い
っ
た
主
体
性
を
こ
そ
、大
切
に

す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。教
師
が
そ
う
し
よ
う
と
し
て
こ
そ
初

め
て
、「
考
え
、議
論
す
る
こ
と
」を
楽
し
く

実
現
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

西
の
生
き
た
時
代
は
、幕
末
か
ら
明
治

期
に
か
け
て
の
、ま
さ
に
時
代
の
転
換
期

で
し
た
。「
時
代
の
転
換
期
」と
い
う
点
で

は
、し
ば
し
ば
「
Ｖ
Ｕ
Ｃ
Ａ
時
代
」と
も
形

容
さ
れ
る
不
確
実
性
の
よ
り
高
い
、私
た

ち
が
生
き
る
こ
れ
か
ら
の
時
代
も
よ
く
似

た
状
況
の
中
に
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

私
た
ち
自
身
が
新
し
い
時
代
を
創
っ
て

い
く
に
あ
た
っ
て
、知
的
に
誠
実
な
態
度

を
身
に
つ
け
ら
れ
、多
面
的
・
多
角
的
に

「
考
え
、議
論
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
道
徳

科
の
授
業
が
果
た
す
役
割
は
、決
し
て
小

さ
く
な
い
は
ず
で
す
。

アテネアカデミー前に建つソクラテス像
古典ギリシア語の「フィロソフィア」を

「哲学」と翻訳した西周
（写真　国立国会図書館）

『アテナイの学堂』（ラファエロ作）に描かれたプラトンとアリストテレス
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道 徳 の 窓　

グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
に
お
い
て
は
、民
族

や
宗
教
、文
化
な
ど
の
多
様
性
を
ど
の
よ

う
に
認
め
合
う
の
か
と
い
う
問
題
は
普
遍

的
な
課
題
で
あ
る
と
と
も
に
、常
に
喫
緊

の
課
題
で
も
あ
り
ま
す
。日
本
の
社
会
や

学
校
で
も
、価
値
観
が
多
様
で
あ
れ
ば
あ

る
ほ
ど
、そ
の
分
対
立
が
生
じ
や
す
い
こ

と
は
、日
常
的
に
経
験
さ
れ
る
こ
と
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。道
徳
教
育
も
、そ
う
し

た
課
題
に
対
応
す
る
た
め
に
新
し
い
実
践

の
形
を
模
索
し
続
け
て
い
ま
す
。

　

ド
イ
ツ
で
は
、日
本
の「
道
徳
科
」に
近

い
教
科
と
し
て
、「
倫
理
・
哲
学
科
」が
挙

げ
ら
れ
ま
す
。た
だ
し
、こ
の
科
目
名
称
や

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
、各
州
に
よ
っ
て
さ
ま

ざ
ま
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
で
す
。例
え
ば
、

「
価
値
と
規
範
科
」「
倫
理
科
」「
実
践
哲
学

科
」「
哲
学
科
」な
ど
、色
々
な
名
称
が
あ
り
、

そ
れ
に
応
じ
て
学
習
内
容
も
多
様
で
す
。

　

も
う
一
つ
の
大
き
な
特
徴
は
、哲
学
・

倫
理
学
の
領
域
に
関
わ
る
こ
の
教
科
の
扱

い
が
、法
的
に
は
「
代
替
教
科
」と
い
う
位

置
づ
け
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。こ
れ

は
、正
規
の
教
科
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教

の
宗
教
科
に
対
す
る
「
代
替
教
科
」と
い

う
意
味
で
す
。つ
ま
り
、学
習
者
が
、キ
リ

ス
ト
教
の
洗
礼
を
受
け
て
い
な
い
場
合
や
、

あ
る
い
は
信
教
上
の
理
由
か
ら
宗
教
科
の

受
講
を
希
望
し
な
い
場
合
に
、宗
教
科
に

代
わ
っ
て
受
講
す
る
科
目
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
す
。

　

こ
の
倫
理
・
哲
学
科
の
授
業
で
は
、宗

教
科
と
は
異
な
り
、特
定
の
世
界
観
や
宗

教
に
よ
る
制
約
を
受
け
ず
、さ
ま
ざ
ま
な

世
界
観
や
宗
教
を
学
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト

フ
ァ
ー
レ
ン
州
の
実
践
哲
学
科
で
学
ぶ
内

容
を
参
照
し
て
み
ま
し
ょ
う
。「
自
分
自

身
へ
の
問
い
」「
他
者
へ
の
問
い
」「
良
い

行
い
へ
の
問
い
」「
法
律
、国
家
、経
済
へ

の
問
い
」「
自
然
、文
化
、技
術
へ
の
問
い
」

「
真
実
、現
実
、メ
デ
ィ
ア
へ
の
問
い
」「
起
源
、

未
来
、意
味
へ
の
問
い
」と
い
っ
た
七
つ
の

問
題
領
域
に
わ
た
っ
て
お
り
、哲
学
的
な

問
い
を
幅
広
く
扱
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。興
味
深
い
の
は
、人
間
学
や
法

哲
学
、自
然
哲
学
に
形
而
上
学
と
い
っ
た
、

い
わ
ば
古
典
的
な
も
の
だ
け
で
は
な
く
、

メ
デ
ィ
ア
哲
学
や
技
術
哲
学
と
い
っ
た
領

域
も
カ
バ
ー
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
伝
統

的
で
理
論
的
な
背
景
の
あ
る
テ
ー
マ
に
加

え
て
、現
代
的
な
、そ
の
意
味
で
リ
ア
リ

テ
ィ
の
あ
る
テ
ー
マ
も
扱
っ
て
い
て
、バ

ラ
ン
ス
よ
く
配
置
さ
れ
て
い
る
点
が
目
を

引
き
ま
す
。

　

例
え
ば
、「
男
の
子
ら
し
い
っ
て
ど
ん
な

こ
と
？　

女
の
子
ら
し
い
っ
て
ど
ん
な
こ

と
？
」
と
い
う
章
で
は
、生
物
学
上
の
性

別
と
は
別
に
、典
型
的
な
思
考
パ
タ
ー
ン

に
当
て
は
ま
ら
な
い
共
通
性
や
好
み
、興

味
が
あ
る
こ
と
に
目
を
向
け
た
学
び
が
、

い
く
つ
か
の
問
い
と
議
論
を
通
じ
て
、深

め
ら
れ
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
さ
に
「
考
え
、議
論
す
る
」こ
と
が
実
現

で
き
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
と
言
え

ま
す
。

　

授
業
方
法
と
し
て
は
、コ
ン
ピ
テ
ン

シ
ー
（
資
質
・
能
力
）志
向
で
行
わ
れ
る

こ
と
を
前
提
と
し
て
い
ま
す
。で
す
か
ら
、

教
師
の
意
図
を
強
く
反
映
し
た
も
の
で
は

な
く
、学
習
者
の
到
達
能
力
を
重
視
し
た
、

観
察
可
能
な
指
標
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
は
、例
え
ば
「
論
理
的
に
議
論
す

る
」「
哲
学
的
な
対
話
を
行
う
」「
文
章
を

分
析
し
、そ
の
意
味
を
解
釈
す
る
こ
と
が

で
き
る
」な
ど
の
能
力
が
含
ま
れ
て
い
ま

す
。授
業
を
通
じ
て
、自
由
な
議
論
が
期

待
さ
れ
、学
習
者
が
自
律
的
な
判
断
力
を

発
達
さ
せ
る
こ
と
が
め
ざ
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、相
互
に
傾
聴
す
る
態
度
を
尊

重
す
る
こ
と
も
重
視
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、コ
ン
ピ
テ
ン
シ
ー
重
視

で
、学
習
者
の
主
体
的
な
学
び
を
実
現
し

よ
う
と
し
て
い
る
姿
勢
が
、子
供
に
人
気

が
あ
る
秘
密
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ド
イ
ツ
で
は
「
倫
理
・
哲
学
科
」の
授
業
が
あ
り
、「
考
え
、
議
論
す
る
」活
動
を

実
現
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
、日
本
の
道
徳
授
業
と
の
共
通
点
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、子
供
た
ち
に
人
気
の
科
目
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

ド
イ
ツ
版「
道
徳
」授
業
は
、

宗
教
科
の
代
替
教
科
中
村
美
智
太
郎

10



特集  哲学と道徳教育

『合理的発言は批判可能であるから、
  また訂正可能でもある。』

『正義について考えるなら、我々は
  否が応でも最善の生き方について
  考えざるを得ないのである。』

『神は死んだ。』
『ミネルヴァのふくろうは、
  日の暮れ始めた夕暮れとともに、
  はじめてその飛翔を始める。』

『人は生まれながらにして
  自由だが、今やあらゆる
  ところで鎖に繋がれている。』

ニーチェ 1844 〜1900

「神の死」は、西欧を支えてきた「真の世界」
を重視するキリスト教的な価値の解体を宣
言する、ニーチェの後期思想における重要
概念。現実の向こう側に設定したもう一つ
の世界こそが「真の世界」だとする考え方
を批判した。

ヘーゲル 1770 〜1831

ドイツ観念論の代表的な哲学者。弁証法
に基づき、人間精神の領域を含む体系的
な思想を展開。「進歩」として歴史を描こう
とし、ふくろうが夜になってから活動するよう
に、哲学が時代の最後にその時代の精神
を総括するものとして登場するとした。

ルソー 1712 〜1778

『社会契約論』や『エミール』の著書で知ら
れる。悪徳や不幸は社会に由来するものと
考え、内なる良心の声を聞き、本来の自己
に回帰する自然人のように、人間は本来、
幸福な存在だとした。子供の自由を重視す
る消極教育の必要性を説く。

中村美智太郎先生お薦め 「一度は触れておきたい哲学者たち」

ハーバマス 1929 〜

ドイツの社会哲学者で、公共圏やコミュニケーションの
理論で知られる。自由に議論する場であった公共圏が
形式民主主義へ構造転換したと考え、言論による合
意について考察を続ける。多方面で議論を喚起し、 
ドイツだけでなく国際的にも大きな影響を与えている。

サンデル 1953 〜

アメリカの政治哲学者。正義や正しさとは何かを問う中
で、それらを善さと改めて結びつけて論じた。『ハーバー
ド白熱教室』※1のように、道徳的なジレンマや社会的
な問題を題材に参加者からさまざまな考えを引き出しつ
つ、対話によって議論を深める教育方法でも知られる。

※１　さまざまな背景をもった
世界の若者たちと現代社会の
難問を議論し合う『ハーバード
白熱教室』『マイケル・サンデ
ルの白熱教室』がNHKで放
映され話題になった。
https://www.nhk-
ondemand.jp/program/
P201000059300000/

Isolde Ohlbaum/laif/amanaimages Polaris/amanaimages
【
主
要
参
考
文
献
】

■
『
岩
波　

哲
学
・
思
想
事
典
』　

岩
波
書
店　

１
９
９
８
年

■
『
新
版
増
補　

生
命
倫
理
事
典
』　

太
陽
出
版　

２
０
１
０
年

■
『
世
界
の
教
科
書
シ
リ
ー
ズ
４６　

ド
イ
ツ
の
道
徳
教
科
書

　

  

５
、６
年
実
践
哲
学
科
の
価
値
教
育
』　

明
石
書
店　

２
０
１
９
年

11



中
村
美
智
太
郎
先
生
が
P
10
で
解
説
し
た
ノ
ル
ト

ラ
イ
ン
・
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
の
「
実
践
哲

学
科
」教
科
書
は
、ど
の
よ
う
に
教
材
を
掲
載
し
て

い
る
か
を
紹
介
し
ま
す
。

日
本
の
道
徳
授
業
で
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
に
つ
い

て
は
、さ
ら
な
る
研
究
と
実
践
が
必
要
と
考
え
ま

す
が
、何
か
の
機
会
に
生
徒
た
ち
と
共
に
考
え
て

み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

自
由
な
議
論
と
自
律
的
な
判
断
力
を
養
う

ド
イ
ツ
の
道
徳
教
科
書

12



特集  哲学と道徳教育

こ
こ
に
掲
げ
た
教
材
は

『
世
界
の
教
科
書
シ
リ
ー
ズ
46　

ド
イ
ツ
の
道
徳
教
科
書

−

５
、６
年
実
践

哲
学
の
価
値
教
育
』（
編
集
代
表　

ロ
ー
ラ
ン
ド
・
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ヘ

ン
ケ　

監
訳
者　

濵
谷
佳
奈　

明
石
書
店
発
行　

2
0
1
9
年
）に
掲
載

さ
れ
て
い
ま
す
。
他
の
教
材
に
つ
い
て
は
、本
書
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

13
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て
い
ま
す
。

　
「
入
学
す
る
と
最
初
の
道
徳
の
授
業
で
建

学
の
理
念
・
精
神
を
ド
ラ
マ
仕
立
て
に
し
た

映
像
を
観
せ
、子
供
た
ち
に
当
校
の
素
晴
ら

し
さ
を
感
じ
て
も
ら
い
ま
す
」

　

こ
う
語
る
の
は
同
校
教
頭
の
佐
藤
雄
一
先
生

で
す
。二
、三
年
生
は
建
学
の
理
念
を
こ
の
映
像

か
ら
振
り
返
り
、仙
台
育
英
学
園
の
生
徒
で
あ

る
こ
と
の
誇
り
や
道
徳
的
な
感
性
を
磨
き
、公

立
校
と
同
じ
年
35
時
間
、ト
ー
タ
ル
36
時
間
の

道
徳
授
業
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
「
進
学
を
控
え
た
三
年
生
で
も
道
徳
の
授
業

が
大
好
き
な
子
が
多
い
で
す
よ
。議
論
す
る
中

で
、ど
ん
な
意
見
で
も
出
し
合
え
る
環
境
が
三

年
目
と
い
う
こ
と
も
あ
り
醸
成
で
き
て
い
る

の
で
、否
定
し
た
り
、誹
謗
中
傷
し
た
り
す
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」（
高
橋
愛
先
生
）

　
「
ど
ん
な
意
見
も
発
言
し
、そ
れ
を
お
互
い

仙
台
育
英
学
園
の
誇
り
と

道
徳
的
な
感
性
を
磨
く

　

惜
し
く
も
夏
の
高
校
野
球
甲
子
園
大
会
で

二
連
覇
と
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、仙
台
育

英
高
等
学
校
の
大
活
躍
は
記
憶
に
新
し
い
と

こ
ろ
。秀
光
中
学
校
は
、そ
の
付
属
中
学
と
し

て
２
０
０
３
年
4
月
に
設
置
さ
れ
た
秀
光
中

等
教
育
学
校
が
前
身
で
、２
０
２
１
年
度
か
ら

仙
台
育
英
学
園
高
等
学
校
と
併
設
型
の
中
高

一
貫
校
に
な
り
ま
し
た
。宮
城
野
キ
ャ
ン
パ
ス

に
は
、秀
光
中
学
校
と
仙
台
育
英
学
園
高
等
学

校
秀
光
コ
ー
ス
が
設
置
さ
れ
約
１
４
０
名
の

生
徒
が
学
ん
で
い
ま
す
。

　

進
学
実
績
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、道
徳
の

指
導
が
形
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
も

あ
る
よ
う
で
す
が
…
…
。秀
光
中
学
校
は
特

に
道
徳
を
重
視
し
、年
間
36
時
間
を
費
や
し

に
許
容
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
」（
蓬
田

香
織
先
生
）

　
「
仮
に
モ
ラ
ル
的
に
良
く
な
い
意
見
で
も
、

発
言
に
は
ク
ラ
ス
全
員
で
拍
手
し
ま
す
。さ

ま
ざ
ま
な
考
え
方
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
自

覚
し
て
い
る
か
ら
で
す
。子
供
た
ち
の
ふ
り

か
え
り
ノ
ー
ト
を
読
む
の
が
楽
し
み
で
す
」

（
秋
山
直
道
先
生
）

紙
と
デ
ジ
タ
ル
の
融
合
を

実
践
す
る

　

こ
う
し
た
こ
と
が
で
き
る
の
も
、一
つ
に
は

少
人
数
の
私
立
な
ら
で
は
な
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。連
帯
感
と
同
時
に
、ク
ラ
ス
メ
イ
ト
の

個
性
が
よ
く
分
か
っ
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。

そ
れ
だ
け
に
、逆
に
ク
ラ
ス
が
ギ
ス
ギ
ス
す
る

こ
と
も
ま
れ
に
あ
り
ま
す
。そ
う
し
た
時
は
、

す
れ
違
い
や
人
間
関
係
を
テ
ー
マ
に
し
た
教

材
を
選
び
、道
徳
授
業
を
使
っ
て
ク
ラ
ス
を
ま

と
め
る
こ
と
も
あ
る
そ
う
で
す
。教
材
は
ク
ラ

ス
担
任
が
年
間
計
画
を
立
て
責
任
を
も
っ
て

進
め
、季
節
や
学
校
行
事
に
合
っ
た
教
材
を
選

び
、フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
対
応
も
行
っ
て
い
ま
す
。

仮
に
計
画
を
変
更
し
た
際
は
、教
師
間
の
ミ
ー

テ
ィ
ン
グ
で
情
報
共
有
し
て
い
く
と
い
う
の

が
秀
光
流
で
す
。

　

同
校
で
は
ク
ラ
ッ
シ
ー
+
ク
ロ
ー
ム
ブ
ッ

ク
の
組
み
合
わ
せ
で
、Ｉ
Ｃ
Ｔ
教
育
も
進
ん
で

い
ま
す
。コ
ロ
ナ
禍
で
登
校
も
で
き
な
い
時
は
、

「
高
度
な
学
力
・
豊
か
な
感
性
・
生
涯
学
習
者
と
し
て
の
自
覚
を
持
ち
、持
続
可
能
な
社
会
の
構
築
に“

至
誠”

に
よ
っ
て
貢
献
す
る

グ
ロ
ー
バ
ル
シ
テ
ィ
ズ
ン
を
育
て
る
こ
と
」を
目
標
に
、世
界
に
門
戸
が
開
か
れ
た
国
際
バ
カ
ロ
レ
ア
認
定
校
、

ユ
ネ
ス
コ
ス
ク
ー
ル
の
加
盟
校
で
あ
る
仙
台
育
英
学
園
秀
光
中
学
校
。道
徳
授
業
を
重
視
し
、建
学
の
精
神
を
学
ぶ
動
画
を

道
徳
の
授
業
に
一
時
間
を
充
て
て
、年
間
36
時
間
の
授
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。教
師
陣
も
入
念
な
準
備
で
授
業
に
臨
み
ま
す
。 

秀光中学校（宮城野キャンパス）
宮城県仙台市宮城野区宮城野2-4-1
https://www.sendaiikuei.ed.jp/shukoh/

年
36
時
間
の
授
業
を
行
う

杜
の
都
の
道
徳
重
視
校

 

併
設
型
中
高
一
貫
校
の
メ
リ
ッ
ト
を
生
か
し
、
地
元
と
の「
密
」な
交
流
も

第1 回　私学の道徳授業

学校法人仙台育英学園 

秀光中学校
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リ
モ
ー
ト
授
業
が
行
わ
れ
ま
し
た
。し
か
し
、

教
師
も
子
供
た
ち
も
慣
れ
た
も
の
で
し
た
。と

い
う
の
も
、東
北
な
ら
で
は
で
、悪
天
候
の
と

き
な
ど
は
、以
前
か
ら
リ
モ
ー
ト
授
業
を
し
て

い
た
か
ら
で
す
。

　
「
デ
ジ
タ
ル
一
辺
倒
で
授
業
を
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、紙
の
教
科
書
や
副
教
材
、ワ
ー

ク
シ
ー
ト
な
ど
も
使
っ
て
い
ま
す
。評
価
も
書

け
る
欄
を
利
用
し
、さ
ら
に
P
C
で
個
別
に
書

き
出
し
て
い
ま
す
」（
伊
藤
沙
絵
先
生
）

　

コ
ロ
ナ
禍
で
影
を
ひ
そ
め
て
し
ま
っ
た
の
が

職
場
体
験
で
す
が
、も
と
も
と
実
施
し
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。し
か
し
、キ
ャ
リ
ア
教
育
と
し
て
、

地
元
で
会
社
を
興
し
た
O
B
が
来
校
し
て
、そ

れ
こ
そ
資
金
調
達
と
い
っ
た
起
業
の
こ
と
か
ら
、

仕
事
の
楽
し
さ
厳
し
さ
な
ど
生
の
声
を
届
け
て

く
れ
た
り
、生
徒
た
ち
と
ビ
ジ
ネ
ス
の
ア
イ
デ

ア
を
出
し
合
っ
た
り
す
る
地
元
の
方
々
と
の
交

流
も
あ
り
ま
す
。

　

教
師
の
立
場
と
し
て
は
、私
立
校
は
他
の
公

立
校
と
の
交
流
が
少
な
い
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、

仙
台
市
で
は
公
立
私
立
の
垣
根
な
く
、さ
ま
ざ

ま
な
研
修
会
が
あ
り
、市
内
の
公
立
中
学
校
の

動
き
や
各
校
の
工
夫
も
参
考
に
な
る
そ
う
で
す
。

　

公
立
の
先
生
の
話
を
聞
く
に
つ
け
、私
立
の

中
高
一
貫
校
で
良
か
っ
た
と
思
う
こ
と
は
、中

学
を
卒
業
し
て
も
、心
身
と
も
に
成
長
し
て
い

く
子
供
た
ち
の
姿
を
追
え
る
こ
と
。こ
れ
は
秀

光
中
学
校
の
先
生
の
共
通
の
感
想
で
す
。私
立

だ
か
ら
で
き
る
こ
と
、私
立
で
も
で
き
る
こ
と

を
組
み
合
わ
せ
、子
供
た
ち
の
成
長
を
確
か
め

な
が
ら
キ
メ
細
か
い
独
自
の
道
徳
教
育
を
進

め
て
い
る
の
が
、秀
光
中
学
校
の
大
き
な
特
徴

で
も
あ
り
ま
す
。

高橋愛先生（英語）　
授業の着地点を意識せず、問
いの提供に徹します。例えば、
電車やバスで席を譲るのは当
たり前だと理解していても、実
践はできない。その動けない

「心」を探り、実践力を磨きます。

蓬田香織先生（国語）　
仮に良くないことをする生徒が
いたり、不穏当な発言があって
も、議論する中で、その人の価
値観を認めると同時に、自分に
なかった価値観を発見できるの
も道徳授業ならでは。

秋山直道先生（社会）　
道徳授業は、価値観のすり合
わせだと思います。他の生徒の
発言や行動に違和感を覚えて
当然で、教師が授業の方向修
正をしてまとめなくても、生徒が
互いに理解ししたが合えます。

伊藤沙絵先生（英語）　
道徳授業を道徳感だけで終わ
らせず、生活に生かせる実践力
を養わせたい。ただ、大震災の
被災家族、留学生、帰国子女
も少なくないので命に関わるこ
とは、慎重に進めています。

佐藤雄一教頭先生　
創始者から受け継がれる生活
信条を生徒会が毎朝、生放送
で流し、中学生、秀光コースの
高校生約140名の生徒全員が
唱和することで、学校の理念、
建学の精神を徹底しています。

仙台育英学園　建学の精神
建学精神は「至誠」「質実剛健」「自治進取」であり、そのなかでは、
「至誠」が最も上に位置するものである。「至誠」とは、“真心という人間
のもつ自然な心”そのものであり、本学園に学ぶ生徒に期待する“人間
としての生き方・考え方”である。「至誠」を支えるための手段・方法概
念として、「質実剛健」と「自治進取」を位置づけ、「質実剛健」と「自
治進取」を具現化するために、「生活信条」の七箇条を制定している。
「質実剛健」とは、単に質素倹約で身体を鍛えるだけでなく、生きていく
ための力である体力と精神力を自己研鑽によって、総合的に累積して
いくということである。「自治進取」とは、どんな時代にあっても自己の能
力に限界を定めず、さらに挑戦していくということである。

生活信条七箇条
互譲 一.  われらは互いに譲り合い 明るい人間関係を建設する
切磋 一．  われらは互いに磨き合い 真の学力を身につける
練磨 一．  われらは互いに鍛え合い 強靭なからだをつくる
規律 一．  われらは互いに戒め合い 節度ある生活をする
寛容 一．  われらは互いにゆるし合い 和やかな学園を建設する
感謝 一．  われらは人や物に感謝し 慎み深い生活をする
奉仕 一．  われらは率先して事にあたり 世のため人のために力を尽くす
秀でた知性と光り輝く感性。秀光中学校と仙台育英学園高等学校で学ぶ併設型の中高一貫
教育、学習方法としての国際バカロレア教育、教育の軸としての“Language, Music & 
Science” によって、 『高度な学力・豊かな感性・生涯学習者としての自覚を持ち、持続可能な
社会の構築に“ 至誠” によって貢献するグローバルシティズン』を育成します。



すぐに役立つデジタル授業のツボ⑥

リ
ア
ル
タ
イ
ム
を
保
存
で
き
る

の
で
、生
徒
の
評
価
も
ら
く
ら
く

　

シ
ン
キ
ン
グ
ツ
ー
ル
を
使
う
先
生
側
の
メ
リ
ッ
ト
も

あ
り
ま
す
。そ
れ
は
授
業
内
で
出
た
生
徒
の
意
見
や
グ

ル
ー
プ
ワ
ー
ク
で
の
や
り
取
り
を
デ
ー
タ
保
存
し
て
お

け
る
と
い
う
こ
と
で
す
。紙
で
保
存
す
る
と
ど
う
し
て
も

か
さ
ば
っ
た
り
、整
理
そ
の
も
の
に
時
間
が
か
か
っ
た
り

し
が
ち
…
…
。

　

授
業
中
の
状
況
を
そ
の
ま
ま
デ
ー
タ
保
存
し
て
お
け

る
の
で
、状
況
を
思
い
出
し
や
す
く
生
徒
の
評
価
も
素
早

く
で
き
る
で
し
ょ
う
。も
ち
ろ
ん
必
要
な
時
に
必
要
な
部

分
だ
け
、紙
で
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
す
る
こ
と
も
で
き
る
の

で
ご
安
心
く
だ
さ
い
。

匿
名
性
で
、グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
が

ど
ん
ど
ん
活
発
に
な
る

　

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
に
活
用
で
き
る
の
が
、シ
ン
キ
ン
グ

ツ
ー
ル
「
ウ
ェ
ビ
ン
グ
」。ま
ず
生
徒
に
お
題
を
出
し
、意

見
や
ア
イ
デ
ア
を
カ
ー
ド
に
書
い
て
提
出
し
て
も
ら
い

ま
す
。そ
れ
ら
の
意
見
や
ア
イ
デ
ア
は
生
徒
名
を
匿
名
に

し
て
、生
徒
全
体
に
公
開
で
き
ま
す
。最
近
の
生
徒
た
ち

に
は
人
前
で
意
見
を
求
め
た
り
、名
指
し
で
褒
め
た
り
す

る
よ
り
も
、匿
名
性
が
保
た
れ
た
ま
ま
意
見
や
ア
イ
デ
ア

を
褒
め
て
あ
げ
る
ほ
う
が
喜
ば
れ
る
傾
向
に
あ
る
よ
う

で
す
。ま
た
匿
名
で
意
見
を
共
有
し
合
え
る
た
め
、発
言

も
積
極
的
に
な
り
、個
人
の
ユ
ニ
ー
ク
な
意
見
を
ピ
ッ
ク

ア
ッ
プ
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

 
生
徒
の
意
見
が
出
な
く
て
評
価
し
づ
ら
い
…
…
は
、

 
シ
ン
キ
ン
グ
ツ
ー
ル
で
解
決
！

ロ
イ
ロ
ノ
ー
ト
・
ス
ク
ー
ル
の
基
本
の「
き
」其
の
二

道
徳
の
授
業
で
生
徒
に
問
い
か
け
て
も
な
か
な
か
意
見
を

出
し
て
く
れ
な
い
…
…
と
い
う
お
悩
み
は
あ
り
ま
せ
ん

か
？
「
ロ
イ
ロ
ノ
ー
ト
・
ス
ク
ー
ル
」は
、今
や
日
本
の

I
C
T
教
育
を
語
る
上
で
も
外
せ
な
い
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
一
つ
。ロ
イ
ロ
ノ
ー
ト
の
シ
ン
キ
ン
グ
ツ
ー
ル
「
ウ
ェ

ビ
ン
グ
」を
使
え
ば
、生
徒
が
意
見
を
出
し
て
く
れ
や
す
く

な
り
ま
す
よ
！

小
倉
ち
あ
き  

フ
リ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

カード上になっているのが、生徒たちの意見やアイデア。
上記のように図式化して分類することもできる。

小倉 ちあき おぐらちあき　

元京都芸術大学非常勤講師。教
育関係から地域のアート活動まで
幅広く取材・発信。ハーブのセラピ
ストとして、心地よい日常を過ごすた
めのアドバイスも行う。
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道徳用語の基礎知識②

内
容
項
目

　

道
徳
的
価
値
と
は
、よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
に
必
要
と

さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。そ
れ
は
、人
間
と
し
て
の
在
り

方
や
生
き
方
の
基
と
な
る
も
の
で
す
。

　

学
校
教
育
で
は
、こ
れ
ら
の
う
ち
発
達
段
階
を
考
慮
し

て
、生
徒
一
人
一
人
が
道
徳
的
価
値
観
を
形
成
す
る
上
で

必
要
な
も
の
を
内
容
項
目
と

し
て
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。

内
容
項
目
は
、関
連
的
、発

展
的
に
捉
え
、年
間
指
導
計

画
の
作
成
や
指
導
に
際
し

て
重
点
的
な
扱
い
を
工
夫

す
る
こ
と
で
、そ
の
効
果
を

高
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ね
ら
い

　

道
徳
科
の
内
容
項
目
を
基

に
、ね
ら
い
と
す
る
道
徳
的

価
値
や
道
徳
性
の
様
相
を
端

的
に
表
し
た
も
の
で
す
。

作
成
の
際
に
は
、指
導
の
内
容
や
教
師
の
指
導
の
意
図
が

明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
確
認
し
ま
し
ょ
う　

（
道
徳
科
の
ね
ら
い
は
到
達
の
基
準
等
を
示
し
た
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
）。  

主
題
名

 

「
ね
ら
い
」と
「
教
材
」で
構
成
し
た
主
題
を
、授
業
の
内
容

が
分
か
る
よ
う
に
端
的
に
表
し
た
も
の
で
す
。

　

主
題
の
設
定
に
お
い
て
は
、主
題
に
関
わ
る
道
徳
教
育
の

状
況
、そ
れ
に
伴
う
生
徒
の
実
態
な
ど
を
考
慮
し
ま
し
ょ
う
。

導
入

　

私
は
、道
徳
科
の
導
入
は
、主
に
三
種
類
と
考
え
て
い
ま
す
。

①
主
題
へ
の
導
入

　

主
題
に
関
わ
る
問
題
意
識
を
も
た
せ
ま
す
。事
前
ア
ン
ケ
ー

ト
の
結
果
提
示
、体
験
を
聞
く
、統
計
他
資
料
提
示
な
ど
。

②
教
材
へ
の
導
入

　

教
材
の
内
容
に
興
味
や
関
心
を
も
た
せ
ま
す
。 

題
名
か

ら
想
像
す
る
、登
場
人
物
の
絵
を
見
る
、教
材
に
関
係
し
た

も
の
を
提
示
す
る
な
ど
。

③
授
業
へ
の
導
入

　

気
持
ち
の
切
り
か
え
を
し
ま
す
。（
運
動
な
ど
を
し
た

後
、昼
休
み
の
後
な
ど
、心
を
落
ち
着
か
せ
た
い
時
）黙
想

す
る
、静
か
な
音
楽
を
聞
く
な
ど
、真
摯
に
教
材
を
受
け

入
れ
る
雰
囲
気
を
作
り
ま
す
。

教
師
の
説
話
（
教
師
の
体
験
談
）

　

教
師
が
体
験
を
自
ら
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
徒
と
の

信
頼
関
係
が
増
す
と
と
も
に
、教
師
の
人
間
性
が
に
じ
み

出
る
説
話
は
、生
徒
の
心
情
に
訴
え
ま
す
。

　

体
験
談
と
し
て
、余
韻
を
も
っ
て
終
え
ま
し
ょ
う
（
価

値
の
押
し
付
け
や
お
説
教
に
な
ら
な
い
よ
う
に
気
を
つ

け
ま
し
ょ
う
）。

理
解
し
て
い
て
も
、一
言
で
説
明
し
に
く
い
用
語
を
道
徳
教
育
研
究
家
の
菅
明
男
先
生
が
解
説
し
ま
す
。

「
道
徳
用
語
の
基
礎
知
識
」第
二
回
は
、も
う
一
度
お
さ
ら
い
し
て
お
き
た
い
文
科
省
指
導
要
領
か
ら
。

足
元
を
固
め
て
ク
ラ
ス
を
い
か
に
ま
と
め
て
い
く
か
の
ヒ
ン
ト
も
、指
導
要
領
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

授
業
の
前
に
確
認
し
て
お
き
た
い

道
徳
用
語
の
基
礎
知
識
②
菅 

 

明
男 

道
徳
教
育
研
究
家
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季
刊
の
本
誌
『
日
科
　
中
学
道
徳
通
信
』に
加
え
て
、A
4
サ
イ
ズ
4
ペ
ー
ジ
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト『
日
科
　
中
学
道
徳
通
信
P
L
U
S
』を
創
刊
し
ま
し
た
。

日
々
ご
多
忙
の
教
員
生
活
の
中
で
、道
徳
授
業
の
準
備
を
す
る
時
間
が
取
り
に
く
い
と
い
う
先
生
方
に
、「
授
業
分
析
」「
板
書
」、さ
ら
に
は
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
の
活
用
ア
イ
デ
ア
な
ど
を

凝
縮
し
ま
し
た
。創
刊
号
で
は
金
沢
工
業
大
学
の
白
木
み
ど
り
先
生
に
よ
る
教
材「
嵐
の
後
に
」を
取
り
上
げ
、教
材
分
析
、授
業
づ
く
り
の
手
順
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、世
田
谷
区
立
芦
花
中
学
校
の
植
木
幹
明
先
生
の
ロ
イ
ロ
ノ
ー
ト
の
活
用
法
を
ま
と
め
て
い
ま
す
。

『
日
科 

中
学
道
徳
通
信
P
L
U
S 
v
o
l.
1
』を

  
リ
リ
ー
ス
し
ま
し
た
！

日本教科書からのお知らせ 

教材『嵐の後に』を取り上げて、
1 時間でできる道徳授業の準備
を紹介。授業分析、授業づくりの
手順を具体的に示しています。シ
ンプルな基本発問で自然発生
する議論の種を見つけてくださ
い。教材内容の理解、発問の吟
味、板書例、そして心構えを白木
みどり先生がアドバイス。

植木幹明先生による道徳授業
でのロイロノート活用法を公開。
事前準備や提出箱を活用する
ことで生み出せる時間が増え、
発言が苦手な生徒たちの意見
も読めますし、グループで考え
た意見を資料にまとめ発言の準
備も可能。タブレット端末一人一
台時代の道徳授業ノウハウを
凝縮しました。

「道徳授業実践のための７ルー
ル」を伝授します。これまでのご
自身の授業を振り返り、セルフ
チェックしてみましょう。あれも
これもと欲張り過ぎていないか、
問いは明確か、生徒の発言に耳
を傾け受容しているかなどを確
認できます。
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全
国
で
開
催
さ
れ
て
い
る
先
生
方
向
け
の
研
究
会
（
研
修
・
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
）の
日
程
や
内
容
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

 

道
徳
授
業
に
役
立
つ
研
修
会
・
セ
ミ
ナ
ー
情
報

道徳方法学会
第9回オンラインセミナー　　
2023年10月29日（日）13：00 ～15：00
対話型論証で思考・判断と対話の力を育成する
※ 学会員のみ参加可能
https://jamme.sakura.ne.jp/information.html

 「学びフェス2023 in 山口大学」
2023年10月29日（日）
会場：山口大学吉田キャンパス(21 番教室)
多様な教育から道徳科を考えていく。
ICT に関わる体験展示会も併催
（主催：特別の教科道徳学びの会、
山口大学学部・附属共同プロジェクト　協力：上廣倫理財団）
方法：ハイブリッド（対面40 名・オンライン80 名）
入場無料　
申込：https://forms.gle/dgAyq2Z2WvLt3PUx7 

道徳教育学会　
第102回　令和５（2023）年度秋季大会
2023年11月11日（土） ～ 11月12日（日）
会場: 宮崎大学教育学部【木花キャンパス】
「よりよく生きるための道徳性を養う道徳教育の充実
―他教科等との関連を見据えた道徳科のあり方－」
（主催：日本道徳教育学会　後援：文部科学省、宮崎県教育
委員会( 予定)、宮崎市教育委員会( 予定)、全国小学校道徳教
育研究会、全日本中学校道徳教育研究会、全国公⺠科・社会
科教育研究会）
申し込み締め切り　10 月31 日( 火)17：00 　
参加費　会員・一般参加:3,000 円
https://www.jsme102miyazaki.com/

金沢大学付属中学校　
令和5年度　第71回教育研究発表会
2023年11月23日（勤労感謝の日）
会場：金沢大学附属中学校
「新たな社会を見据えた探究的な活動に関する考察」
（主催：金沢大学附属中学校　共催：金沢大学人間社会学地
域学校教育学類、金沢大学教職大学院　後援：石川県教育委
員会、金沢市教育委員会）
http://partner.ed.kanazawa-u.ac.jp/archives/005/2
02309/2023%E5%B9%B4%E5%BA%A6_2%E6%AC
%A1%E6%A1%88%E5%86%85.pdf
申し込み締め切り：11 月13 日まで　入場無料　

 

表紙のことば
表紙のイラストは、ラファエロの最

高作といわれる『アテナイの学堂』

のオマージュです。女の子（プラト

ン）が指を天に向けているのに対し、

男の子（アリストテレス）は手のひ

らで地を示しています。これは、プラ

トンの観念論的なイデア論の哲学に

対し、アリストテレスの哲学の現実

的なさまを象徴していると言われて

います。今号の特集は「哲学と道徳

授業」でした。お互いの違いを尊重し

認め合い、対話や議論を進めること

で、決して同調ではない「調和と協

調性」を道徳と哲学から学んでいき

ましょう。
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メンバーページへのアクセス方法

先生方の授業をアシストする
メンバーページのアクセスが便利になりました。

また、弊社ホームページhttps://www.nihon-kyokasho.co.jpからもメンバーページに直接アクセスできるよう
になりました。「お知らせ」下の「日本教科書メンバーページ」をクリックしていただくと、「メンバーページにアクセス」
のボタンが表示されますので、こちらをクリックしてください。次の画面でパスワードnikkamemberを入力していた
くとメンバーページに入れ、評価文例集、ワークシート、発問集、中学道徳通信PLUSをダウンロードできます。

本資料は、一般社団法人日本教科書協会
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出会い、ふれあい、学びあう
「生き方」から学び、「生き方」を見つめ、「生き方」を創造する。

これが私たちのめざす「道徳」です。
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