
探
究
活
動
か
ら
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
ま
で
、世
代
や
領
域
に
か
か
わ
ら
ず
今
問
わ
れ
る「
問
う
力
」。「
答
え
方
」で
は
な
く「
問
い
方
」を
鍛
錬
す

る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。５
回
目
と
な
る
今
回
は
、つ
い
に
最
終
回
。「
問
い
」の
先
に
あ
る
世
界
を
、豊
か
に
も
確
か
に
も
す
る
方
法
に

つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
き
ま
す
。

編集工学研究所　安藤昭子

内
外
の
知
性
の
両
面
を
動
か
し
な
が
ら
、新
た

な
世
界
を
捉
え
直
す
。
こ
う
し
て
自
己
の
内

面
と
深
く
結
び
つ
き
な
が
ら
結
像
に
い
た
っ
た

問
い
が
、「
問
い
の
編
集
工
学
」の
い
っ
た
ん
の
ゴ

ー
ル
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
で
よ
う
や
く
「
探
究

学
習
」の
最
初
の
ス
テ
ッ
プ
と
さ
れ
る【
課
題
の

設
定
】を
終
え
た
形
に
な
り
ま
す
。

　

そ
の
う
え
で「
問
い
／
課
題
」を
め
ぐ
る【
情

報
の
収
集
】に
取
り
掛
か
り
、【
整
理
・
分
析
】し
、

人
と
共
有
で
き
る
形
に
ま
で【
ま
と
め
・
表
現
】

す
る
流
れ
が
、い
わ
ゆ
る
探
究
学
習
の
プ
ロ
セ
ス

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、探
究
の
道

筋
は
そ
れ
ほ
ど
リ
ニ
ア
に
進
む
も
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
。
行
っ
た
り
来
た
り
の
試
行
錯
誤
を

繰
り
返
し
な
が
ら
、ま
た
い
く
つ
も
の
問
い
が
立

ち
上
が
っ
て
は
新
た
な
風
景
が
開
け
て
く
る
、

そ
の
サ
イ
ク
ル
の
中
で
現
れ
る
確
信
が
、探
究

の
成
果
の
一
つ
に
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ

の
過
程
で
は
、「
正
し
い
解
」が
あ
る
と
は
限
ら

な
い
道
筋
を
、自
分
の
足
で
進
ん
で
い
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
正
解
を
導
い
て
着
地
す
る

の
で
は
な
く
、最
適
解
を
仮
説
し
て
突
破
す
る

方
向
に
、思
考
と
情
熱
を
傾
け
る
プ
ロ
セ
ス
に

入
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。

　

最
終
回
で
は
、こ
の
先
の「
探
究
」の
旅
路

を
豊
か
に
も
確
か
に
も
す
る
「
仮
説
推
論
の

力
」に
つ
い
て
、触
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
推
論
」と
は
、あ
る
事
実
を
基
に
未
知
の
事

柄
を
推
し
量
る
こ
と
で
す
。
難
し
く
感
じ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、人
は
み
な
「
推
論
」を
す
る

こ
と
で
、こ
の
複
雑
な
世
界
を
な
ん
と
か
把
握

し
た
り
対
処
し
た
り
し
な
が
ら
生
き
て
い
ま
す
。

空
を
見
て
折
り
た
た
み
傘
を
持
つ
の
も
、元
気

の
な
い
友
人
に
な
ん
と
声
を
か
け
よ
う
か
と
考

え
る
の
も
、れ
っ
き
と
し
た
推
論
過
程
で
す
。一

般
的
に
は「
演
繹
」（deduction

）と「
帰
納
」

（induction

）が
よ
く
知
ら
れ
る
推
論
方
法
で

す
。
演
繹
は
一
般
論
や
普
遍
的
な
事
実
か
ら

「
答
え
る
力
」を
伸
ば
す
よ
う
に
、「
問
う
力
」

も
育
む
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。
探
究
を

力
強
く
駆
動
す
る「
内
発
す
る
問
い
」を
引
き

出
す
方
法
を
め
ぐ
っ
て
、「
問
い
の
編
集
工
学
」

と
題
し
た
編
集
プ
ロ
セ
ス
を
、４
回
に
わ
た
っ
て

お
届
け
し
て
き
ま
し
た
。

　

問
う
存
在
と
し
て
の「
私
」を
柔
ら
か
く
ほ

ぐ
す
と
こ
ろ
か
ら
始
め（
第
１
回
）、「
情
報
の

地
と
図
」を
動
か
し
て
視
点
を
拡
張
し
（
第
２

回
）、本
を
使
っ
て
一
気
に
問
い
を
芽
吹
か
せ
る

「
探
究
型
読
書
」メ
ソ
ッ
ド
を
体
験
す
る
と
こ
ろ

ま
で
（
第
３
回
）、自
分
を
突
き
動
か
す
未
知

な
る
問
い
に
深
く
ダ
イ
ブ
し
て
い
く
よ
う
な
プ

ロ
セ
ス
で
し
た
。

　

第
４
回
と
な
っ
た
前
回
は
、「
問
い
」の
芽
吹

き
を
手
が
か
り
に「
あ
た
り
ま
え
」に
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
風
景
を
ア
ン
ラ
ー
ン
す
る
骨
法
と

し
て
、「
略
図
的
原
型
」を
捉
え
る
ワ
ー
ク
を
ご

紹
介
し
ま
し
た
。「
探
究
し
た
い
事
柄
の
ア
ー
キ

タ
イ
プ
」と「
自
分
の
内
面
の
ア
ー
キ
タ
イ
プ
」、

よ
う
や
く【
課
題
の
設
定
】の
先
へ

道
な
き
道
を
進
む
た
め
の

「
仮
説
力
」

「
あ
て
ず
っ
ぽ
う
」で
突
破
す
る

探
究
の
論
理
学「
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
」
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っ
て
い
る
時
に
力
を
発
揮
し
、後
者
は
マ
ー
ケ
テ

ィ
ン
グ
や
機
械
学
習
な
ど
の
場
面
で
よ
く
活
用

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
、人
間
の
創
造
的
な
思
考
を
思
う
と

こ
れ
だ
け
で
は
ど
う
も
説
明
が
つ
か
な
い
。ア
メ

リ
カ
の
論
理
学
者
、チ
ャ
ー
ル
ズ
・
サ
ン
ダ
ー
ス
・

パ
ー
ス（
１
８
３
９-

１
９
１
４
）は
、「
第
３
の

推
論
」と
し
て「
仮
説
形
成
」（abduction

）と

い
う
推
論
方
法
を
提
唱
し
ま
し
た
。真
の
探
究

的
思
考
に
は
、こ
の「
仮
説
形
成
／
ア
ブ
ダ
ク

シ
ョ
ン
」が
大
き
く
関
与
す
る
こ
と
か
ら
、「
探

究
の
論
理
学
」と
も
言
わ
れ
ま
す
。

　

パ
ー
ス
は
、「
探
究
」を「
疑
念
が
刺
激
と
な
っ

て
、信
念
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
努
力
」で
あ

る
と
定
義
し
て
い
ま
す
。
多
く
の
創
造
的
発
見

で
は
、「
疑
念
」か
ら
始
ま
り「
探
究
」に
よ
っ
て

「
信
念
」に
到
達
す
る
と
、「
行
為
」に
よ
っ
て
ま

た
新
た
な「
疑
念
」が
生
ま
れ
て
次
の「
探
究
」

に
入
り
…
と
い
う
サ
イ
ク
ル
が
繰
り
返
さ
れ
る
。

そ
こ
に
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
が
介
在
す
る
の
だ
、と
。

　

シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
や
名
探
偵
コ
ナ
ン

は
、こ
の
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
鮮
や
か
に

事
件
を
解
決
し
て
い
き
ま
す
。
誰
も
が
見
逃
し

て
し
ま
う
よ
う
な
風
景
に
い
く
つ
も
の「
違
和

感
」を
見
つ
け
、そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る「
疑
念
」

に
説
明
が
つ
く
よ
う
な
「
仮
説
」を
密
か
に
組

み
立
て
て
は
、ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
な
っ
て「
犯
人

は
あ
な
た
だ
！
」と
意
外
な
人
物
を
指
差
す
。

ま
さ
か
、と
周
囲
が
い
ぶ
か
る
中
で
、真
犯
人
た

る
根
拠
を
一
気
に
つ
な
げ
て
み
せ
る
…
。

　

目
の
前
の
現
象
が
い
っぺ
ん
に
腹
落
ち
す
る
よ

う
な
「
説
明
仮
説
」を
導
い
て
、ひ
と
っ
飛
び
に

推
論
を
進
め
る
の
が
、「
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
」で
す
。

　

コ
ナ
ン
君
に
限
ら
ず
、未
知
の
問
題
を
解
決

し
よ
う
と
す
る
人
は
み
な
、多
か
れ
少
な
か
れ

ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
を
し
て
い
ま
す
。
患
者
さ
ん
の

症
状
を
聞
い
て
診
断
を
く
だ
す
お
医
者
さ
ん
、

部
員
の
様
子
を
見
な
が
ら
ど
う
す
る
と
チ
ー

ム
が
ま
と
ま
る
か
と
思
案
す
る
キ
ャ
プ
テ
ン
、

学
校
に
行
き
た
く
な
い
と
い
う
子
ど
も
に
な
ん

と
か
寄
り
添
お
う
と
す
る
親
や
先
生
な
ど
、目

の
前
の
現
象
を
説
明
で
き
る「
仮
説
」を
手
繰

り
寄
せ
、「
そ
う
い
う
こ
と
か
も
」「
こ
れ
で
す
べ

て
の
説
明
が
つ
く
」と
思
え
る「
信
念
」に
到
達

す
る
ま
で
試
行
錯
誤
し
ま
す
。
そ
れ
を
「
行

為
」に
移
せ
ば
ま
た
新
た
な
問
題
に
出
く
わ
す

こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
を

止
め
な
い
限
り
、ど
こ
か
し
ら
に
出
口
は
見
つ
か

る
で
し
ょ
う
。

　

自
分
の
身
の
回
り
の
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、

世
の
中
の
深
刻
な「
苦
」や
切
実
な「
負
」や
大

き
な
「
欠
」を
解
決
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
も
、

理
屈
は
同
じ
で
す
。
も
し
く
は
、胸
高
鳴
る

「
希
」に
向
か
う
道
筋
に
も
ま
た
、ア
ブ
ダ
ク
シ

ョ
ン
が
力
に
な
り
ま
す
。
途
方
も
な
い
よ
う
な

チ
ャ
レ
ン
ジ
に
思
え
る
こ
と
で
あ
れ
ば
、自
分
が

手
触
り
を
感
じ
ら
れ
る
程
度
ま
で
物
事
を
分

節
化
し
、実
感
値
の
あ
る
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
を

細
か
く
動
か
し
て
み
る
こ
と
で
す
。

　

そ
し
て
、ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
を
と
っ
か
か
り
に
し

て
、演
繹
と
帰
納
を
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
推
論

を
進
め
て
い
く
過
程
を
「
探
究
と
創
造
の
プ
ロ

セ
ス
」と
し
て
パ
ー
ス
は
お
す
す
め
し
て
い
ま
す
。

　

ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
で
説
明
仮
説
を
導
い
た
ら
、

そ
の
仮
説
を
命
題
に
し
て
演
繹
的
に
予
測
を

導
き
出
し
、そ
の
予
測
を
経
験
と
照
ら
し
て
帰

納
的
に
検
証
す
る
、と
い
う
サ
イ
ク
ル
で
す
。

　

科
学
的
発
見
も
、商
品
開
発
も
、マ
ー
ケ
テ

ィ
ン
グ
も
、お
医
者
さ
ん
も
、子
育
て
も
、「
ア
ブ

ダ
ク
シ
ョ
ン
」せ
ず
に
は
物
事
を
前
に
進
め
ら

れ
な
い
。
そ
の
と
き
に
起
こ
っ
て
い
る
の
は
、目

推
論
を
重
ね
て
結
論
を
導
く
も
の
、帰
納
は

個
々
の
具
体
的
な
事
例
か
ら
一
般
化
で
き
る

原
理
や
法
則
を
見
出
す
も
の
で
す
。
前
者
は

数
学
の
定
理
や
法
律
文
書
な
ど
命
題
が
定
ま

だ
れ
も
が
コ
ナ
ン
君

間
違
い
も
失
敗
も
歓
迎
す
る
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な
ん
て
こ
と
な
い
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
は
環
境

と
自
分
の
あ
い
だ
に
あ
る
「
機
会
」の
め
ぐ
り

合
わ
せ
の
問
題
で
す
。

　

思
索
や
探
究
の
道
筋
は
、自
分
の
意
思
の
力

だ
け
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
周
囲
と
の
出
会
い
頭
と
そ
の
時
に
抱
く

「
感
じ（
フ
ィ
ー
リ
ン
グ
）
」に
こ
そ
誘
わ
れ
る
と

い
い
。
自
分
の
側
の「
旬
」に
世
の
中
の
問
題
を

招
き
入
れ
る
と
こ
ろ
に
、今
の
自
分
だ
か
ら
こ

そ
価
値
の
あ
る
探
究
が
立
ち
上
が
り
ま
す
。

　

既
に
目
の
前
に
存
在
し
て
い
る
も
の
を
、そ

の
背
後
に
あ
る
法
則
や
要
因
を
「
仮
説
」し
な

が
ら
見
る
目
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
と
、時
間

も
空
間
も
超
え
て
、さ
ま
ざ
ま
な
「
つ
な
が
り

合
い
」に
包
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
て
い

き
ま
す
。
遠
い
出
来
事
と
思
っ
て
い
た
事
柄
が
、

自
分
の
足
元
と
思
い
が
け
な
い
接
点
で
つ
な
が

っ
て
い
る
。そ
れ
に
気
が
つ
い
た
と
き
、探
究
の
エ

ン
ジ
ン
は
う
な
り
を
あ
げ
て
い
き
ま
す
。

　

編
集
と
は
、偶
然
を
必
然
に
変
え
る
営
み
で

あ
る
と
も
言
え
ま
す
。
ゆ
き
づ
ま
っ
た
ら
、ア
ブ

ダ
ク
テ
ィ
ブ
に
考
え
る
。
間
違
え
て
も
ハ
ズ
レ
て

も
、動
き
が
次
の
偶
然
を
呼
び
込
み
、信
念
に

向
か
う
努
力
の
中
で
そ
の
偶
然
を
必
然
に
変

え
て
い
け
ば
い
い
の
で
す
。「
問
い
」は
、自
分
と

社
会
を
前
に
進
め
る
動
力
で
す
。
そ
の
小
さ
な

問
い
か
ら
広
が
る
風
景
を
、で
は
ど
う
世
に
問

う
て
い
く
か
。
そ
こ
に
は
ま
た
別
の
編
集
可
能

性
が
躍
如
し
ま
す
。
そ
の
続
き
は
、ま
た
別
の

機
会
に
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

の
前
の
現
象
を
説
明
す
る「
仮
説
」を
直
感
的

に
探
し
な
が
ら「
あ
て
ず
っ
ぽ
う
」を
繰
り
出
し

て
い
く「
試
行
錯
誤
」で
す
。正
解
を
導
い
て
正

誤
を
判
定
す
る
日
頃
の
勉
強
か
ら
す
る
と
、ど

こ
か
い
い
加
減
に
も
思
え
ま
す
が
、探
究
の
道

筋
に
は
誤
り
の
可
能
性
も
含
ん
だ
「
当
て
推

量
」が
欠
か
せ
な
い
の
で
す
。失
敗
も
間
違
い
も

織
り
込
み
済
み
で
い
る
こ
と
で
、探
究
の
試
行

錯
誤
に
恐
れ
ず
踏
み
込
む
こ
と
が
で
き
、知
識

の
習
得
だ
け
で
は
身
に
つ
か
な
い
柔
ら
か
な
知

性
が
育
つ
は
ず
で
す
。

　

パ
ー
ス
は
、「
よ
く
よ
く
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
重
要
な
事
柄
」と
し
て
、「
人
間
の
す
べ
て

の
知
的
発
展
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
、わ
れ
わ
れ

の
あ
ら
ゆ
る
行
動
に
誤
り
の
可
能
性
が
あ
る
と

い
う
事
実
の
た
め
で
あ
る
。」と
添
え
て
い
ま
す
。

生
命
の
な
い
も
の
は
誤
り
を
犯
さ
な
い
。
誤
り
は

思
い
が
け
な
い
変
動
を
も
た
ら
し
、ラ
ン
ダ
ム
な

変
動
こ
そ
が
知
性
を
成
長
さ
せ
る
の
だ
、と
。

　

思
い
切
っ
た
ア
ブ
ダ
ク
シ
ョ
ン
が
、思
い
切
っ

た
探
究
の
道
を
開
き
ま
す
。

　

も
う
一
つ
大
切
な
こ
と
と
し
て
、「
旬
」を
感

じ
る
ア
ン
テ
ナ
を
降
ろ
さ
な
い
こ
と
で
す
。

　

こ
こ
で
の「
旬
」は
、必
ず
し
も
社
会
の
側
の

流
行
り
の
テ
ー
マ
に
敏
感
に
な
る
、と
い
う
意

味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
今
の
自
分
」に
刺
さ
る

感
覚
を
使
っ
て
探
究
を
前
に
進
め
る
、そ
の
た

め
に
自
分
の「
旬
」を
感
じ
る
こ
と
で
す
。

　

同
じ
本
を
読
ん
で
も
、同
じ
人
に
再
会
し
て

も
、い
た
く
気
持
ち
が
高
ぶ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、

「
旬
」を
感
じ
る
ほ
う
に
向
か
お
う

自
分
と
世
界
は
つ
な
が
っ
て
い
る

『偉大なる失敗─天才科学者たちはどう間違えたか』
マリオ・リヴィオ(ハヤカワ・ノンフィクション文庫
〈数理を愉しむ〉シリーズ) 

偉大なる科学者たちは、偉大なる失敗もやらかして
きた。ダーウィンからアインシュタインまで、５人の天
才科学者の「重大な科学的過ち」にフォーカスし
た科学読本。「科学の発展とは、真実へと向かっ
て一直線に更新するようなものではない」と著者
は言う。本書で紹介される過ちは、何らかの形で大
発見への橋渡し役を果たしたもの。失敗も間違い
も、輝かしい進化の一部なのだ。

参考文献：
『連続性の哲学』パース著（岩波文庫）
『パース論文集：世界の名著』（中央公論新社）

「アブダクション」の理解を深めるには、以下が参考になります。
『千夜千冊エディション　編集力』松岡正剛著（角川ソフィア文庫）
『才能をひらく編集工学』安藤昭子著（ディスカヴァー・トゥエンティワン）
『アブダクション─仮説と発見の論理』米盛裕二著（勁草書房）

『精神と自然: 生きた世界の認識論』
グレゴリー・ベイトソン（岩波文庫）

教室の机に置かれた茹でたてのカニ、「この物体
が生物の死骸であるということを、私に納得のいく
ように説明してみなさい」。学生に難題を突きつけ
るのは、アメーバから精神病理までを一緒くたに語
ってみせるベイトソン先生。一杯のカニから命ある
ものすべてを結び合わせるパターンが浮かび上が
る。魔法のような授業の様子から、娘さんとの超ア
ブダクティブな対話まで。見なれた風景が一変す
る生きた世界の認識論。

『17歳のための世界と日本の見方
 ―セイゴオ先生の人間文化講義』
松岡正剛（春秋社）

人間文化を「編集」の観点から読み解くと、そこかし
こにつなぎ目が見えてくる。セイゴオ先生の手にか
かれば、社会と文化の成り立ちは過ぎ去った史実と
してではなく、生き生きとした人類の物語として立ち
上がるから不思議だ。教科の境をまたぎ、歴史の流
れを浮き上がらせ、日本と世界のあいだに対角線を
ひきながら、宗教も戦争もルネサンスも千利休も、
「半径５メートルの問題」と一緒に考えてみよう。
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