
1. ねずみ算的なもの  ドラえもんの影響力は大
きいので、多くの人がバイ
バインで増える栗饅頭のこ
とを気にしています。ネッ
トで検索してみて下さい！ 
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 これはとてもいい視点です！
皆さんの「選択」は創るものだ
というお話をしました。その際、
色々な人の意見があると多くの
選択が可能になりそうです。 

 ですね。ただ、ちょっと気をつけてください。
それだけ計算が大変なものの結果を、どうして
あのビデオでは提示できたのでしょうか？！ 

非常に多くの組み合わせがあるような問題に対し、対処する方法（例えば人工知能）の研究が進んでいる
ことを示すためのビデオなのです。その点を最後に指摘しておきたいと思います。 

 感染拡大を防ぐことは、極め
て近い将来の重要な課題です。
研究を進めている人々がいます。 
1点、強調したいのは、まさに、 

今、アフリカの一部地域では、エボラ出血熱が流行しています。見て見ぬふりができない重要な問題です。 
 選択と同様に、自分で創るので
す。皆さんの世代は、大体、1学年
100万人です。桜美林大学の1学年 

は、2000人程度です。つまり、皆さんの学年では、桜美林大学に在籍するのは 500人に１人しかいません！ 
 おおっ！しかし、逆に、大谷選手の知り合いの知
合いは、５００人に１人くらいいる、とも言えます。 

2. フィードバック 
 ありがちな話だと思います。せっか
くの学費です。大事にしましょう。そ
のためには、教員の役割は大きいけれ
ど、教員だけのせいにせず、自分たち
に何ができるのかをよく考えてみま
しょう。 

 正のフィードバックの好例です。失敗すると失敗
を重ねやすい。成功すると、成功が続きやすい。
きっかけは小さなことだったりします。そのきっか
けを選択できるか、が人生分けたりするわけです。 

 授業でお話できませんでしたが、負のフィード
バックは逆で、結果が原因に返ってくることで元
に戻ろうとします。「袋小路」はそのことかも。 

3. その他  全くその通りですね。皆さんも
アメリカに行ったときに、アメリ
カ人が原爆投下をどのように思っ
ているかを聞いてみるといいと思
います。きっと、びっくりするで 

しょう。ただ、ここでは、あまり話を広げずに、全体主義的な政治にならないような教訓について絞って
お話しています。 



4. なぜ学ぶか  テレビ番組で東工大の國分先生が、
「哲学を学ぶのは頭にアプリを入れ
るようなもので、それを使って考え
ることができるようになる」と表現 

していました。学問にはそのような側面があります。つまり、学ぶことによって、単に知るだけではなく、
「それを使って考えられるようになる」ということです。この授業の目指すところの一つです。 

 いい指摘です！そして、私が
皆さんにお伝えしたいことの一
つを書いてくれました。誰が好
き好んで悲惨な歴史を学ぼうと
するでしょうか。面白くなくて 

も、私たちには知らなければならないことがある、という一例ではないでしょうか。 

 全くその通りです！しか
し、もし、私たちが「面白
くないから勉強しない」と 

考え、都合の悪いものから目をそらし続けたら、ナチスの時代のドイツ国民と同じではないでしょうか。 
 全くその通りです！「好
きなことを勉強する」こと
はどんどんしましょう。で
も、知らなければならない
ことも、ぜひ、お互いにま
なんでいきませんか。 

 実際に調べてみましょう！ほん
の数年で独裁政治に移行したこと
がわかります。ヒトラー自身が著
作で書いているように、メディア
戦略は意識的に展開しています。 

教訓として、政治家がそうすること、国民はそれにのりやすいことを学びましょう。 

                     国が特定の人を攻撃しても、他の人が気づかないふりをし
続けたら、それはナチスと同じようになっていく兆候です。私たちの日本で、そのようなことが無いか、
アンテナを張って注意してみましょう！！そうしたことに気づくためにも学びは必要ではないでしょうか。 

 これもいい視点です！特にこ
の授業は、学問の入り口の授業
です。他の授業との関連を積極
的に考えてみてください！ 

 「難しいから判断しない」は、政
治に関していうと、つらい立場にあ
る人を見捨てる行為になりがちです。 
 難しい問題でも、少しでも理解で
きるように学ばなければならないと、
私は考えます。受精卵の遺伝子操作
は、重い遺伝病に苦しむ人を解放す
るかもしれません。しかし、遺伝子 

単独で働くのではなく、組み合わせで働くと考えられます。すると、組み合わせ爆発のようなことが起こり、
一つの遺伝子を変えた結果を全て調べつくすことは極めて困難になります。そうした場合に、遺伝子操作さ
れた子どもの人生に対して、果たして責任が負えるでしょうか。デザイナーベイビー（ですね。）が、本当
に望まれた結果になる確証もなく、また、それが他に影響する可能性もあるとき、私たちはどうするでしょ
うか。 
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