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私の研究れき

• こどものころから もけい飛行機，望遠鏡 など
工作がだいすき！

• 中学のときに，二上山の岩石標本を夏休みの自由
研究で提出

• 今も学校教材を中心に研究開発をしている

• 高校生と中学生の自由研究を指導した

• 大阪府学生科学賞の審査を経験した















さあいよいよ今日のおはなし！

• 研究テーマについて

• 自由研究のカン違い

• テーマの探し方

• みんなで実験してみよう！



私のポリシー

• 勉強は何かを覚えることではない．

• 手元にある材料だけで，一生懸命考える，ためしてみる．

• 失敗の数だけ，アイデアが湧いてくる

• こどもたちの自由研究は，大学や専門家の行う研究とはちがう！
• 自由研究とは難しい本を読んで，高価な設備で高級な研究をする
こととはちがう！

• ICT，デジタル，ハイテクではなく，アナログ，スーパーローテ
クが子どもたちを育てる．

• 非効率，回り道こそ研究や勉強への近道



ビー玉と２Ｂ弾を混ぜる
• れきと砂（すな）と泥（どろ）をまぜて，水の
中に入れて，かきまわす

• れきが一番下に，砂がつぎ，さいごがどろにな
る．（私の実験ではガラスビーズを使っていま
す）

• ところが，---------

• 研究には意外性（いがいせい）がだいじ！





みんなもミックスナッツでため
してみよう！



土石流（どせきりゅう）のたいせきぶつ
ノルウエイの島のちそう



自由研究のテーマ選び
みんながよくするまちがい（その１）

• 「研究」と「調べ（しらべ）学習」はちがう

• 研究とは，まだ誰も知らないことを調べる．

⇒「オリジナリティ」という

• そのためには，過去の研究をまず調べる．

• 今ではインターネットでかんたん！

• だれも発表していないことをさがす

⇒でもけっこうむずかしい！



よくあるまちがい（その２）

• じぶんの興味（きょうみ）でテーマを選んでしまう

• 宇宙に興味があるから「ブラックホール」を研究する！

⇒大人でもむずかしい研究テーマ

• 虫に興味があるから，「蜘蛛（くも）の研究」

⇒たくさんのひと（専門家やこどもたち）がすでにおこ
なってしまっている！

• 自分の興味からすこし注目点をずらす！



よくあるまちがい（その３）

• 「研究」というのは何かむずかしい装置でむずかし
い実験をすることだと思っている．

• 専門家と同じような研究ができると思っている．

• 実は専門家でも「研究」はほんのささいなこと（お
おきな研究のごく一部）を調べたもの

• 一人ですごい研究がすぐにできるわけではない！

• ほんのちょっとしたことをまず調べてみる．

• これはとても大事なこと．



よくあるまちがい（その４）

• 感想や日記と研究はちがう

• 「今朝セミが羽化した．とても感動した．」

• セミが羽化した時刻，天気，気温，セミの体長，で
きれば体重，色の変化などを書いて 研究となる

• 今年の例「磯観察に行って，魚や貝を採取して，そ
れを料理して，みんなにどれがおいしいか感想を聞
いて，それを研究レポートにする」

• →長すぎる．どれか一つに絞る！



じゃあどうするか？

• ほんのみじかにある，ふしぎに着目する

• とりあえず何か測定してみる！

• 台所などにもテーマはころがっている！

「キッチン科学」⇒専門家も注目

（あとでみんなに実験をしてもらう予定！）

• 自分で何か工作をする！

• 誰かの研究を“参考”にして条件や材料をかえてみる．



誰かの研究を参考にする例！

• 誰かが蜘蛛（くも）の研究を行った．蜘蛛の巣
のはり方を研究して賞を取った-------

• 私の教えた高校生の例

• 同じ糸でも彼女は

•綿菓子（わたがし）の糸の性質を研究し
た！

⇒これで彼女は何と神戸大学のAO入試に合格した！

http://nature-

sr.com/Image/103_20121119131637_1.jpg

http://www.watagasi.com/blog/wp-

content/uploads/2012/10/023-

e1349164902805.jpg



テーマ設定がアカン例！

⚫ この前，小学生に自由研究の話をした．

⚫ そのとき聞いていた参加者が，次のようなテーマで研究
したいと言ってきた．

⚫ 「磯観察に行って，海の生き物を採取する．それを持ち
帰って自宅で飼って観察する．そして最終的に料理して，
それをみんなから感想をきいて，評価してもらう．」

⚫ このテーマのどこがあかんのか？



どこがあかんのか？

テーマが長すぎる！ →次の３つに区分けできる！

１．磯観察に行って，海の生き物を採取する．

２．持ち帰って自宅で飼って観察する．

３．最終的に料理して，みんなに料理の感想をもらう

みんなの感想は科学の評価ではない！

⚫ 研究の成果は科学的に評価する！

⚫ 科学って何？

⚫ その方法を今日はみんなと勉強する！



考えてもなかなかいいテーマが
みつからないときは-------

• とりあえず何か身近なものを測定してみよう！

• 私が数年前に，この講座の準備を考えていて

10分ほどで発見した「研究」！-------

• 私の家の近所にある「狭山池」に何か研究テーマ
がないかさがしに行った．

• 池で水鳥が遊んでいた．

• それを見た私は-------



ここで動画をみてください
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先行（せんこう）研究と比較する
•もうすでに同じことを考えた人がいる！

http://www.geocities.jp/dst_tx/sr1331c_diving_kaituburi.html
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私の研究を発展させるには？

•条件：場所や季節，時刻などを変えてみる！

http://www.geocities.jp/dst_tx/sr1331c_diving_kaituburi.html
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なぜこのデータは
貴重か？
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台所（キッチン）は研究の宝庫！
http://magazine.shokuikuclub.jp/wp/wp-

content/uploads/2015/09/IMG_0009.jpg





http://www.ei.u-

tokai.ac.jp/student/kitchen/potato/potato.html



コーンスターチの不思議な性質！

⚫ コーンスターチと水を混ぜる．



コーンスターチの不思議な性質！

古いYouTubeの動画より



そしてもしテーマが決まれば

• じぶんの研究にとても大事なタイトルを考えよ
う！

• その言葉でみんながふりむいてくれるようなタイ
トルを考えよう！



たとえば「くもの糸の研究」

• どこまで行っても くものいと！

• スパイダーネットのひみつ！

• 糸をつむいで “三代目！”

• くももん がやってくれました！

• くも が おしえてくれたこと！

• くも は ちいさな繊維工場（せんいこうじょう）

• くも VS． かいこ 強い いと はどっち？

• などなど．



研究発表の重要性（じゅうようせい）

• どんな研究をしても，それをどこかで発
表しないと誰もふりむかない．

→学生科学賞など．

• 有名な研究の例を紹介．



Novel prize 2012 • Shinya Yamanaka 山中伸弥
• The 2012 Nobel Prize for 

Physiology or Medicine for the 
discovery of iPS cells.

He is a graduate of Tennoji High school 
attached to Osaka-Kyoiku University





2002年ノーベル化学賞：田中耕一
彼は受賞当時，博士号を持たない企業の研究者であった．ノーベル賞選考委員会が着目したのは，
正式な論文ではなく日本と中国の合同学会に提出した，たった４ページの簡単な報告であった．



大人の研究の発表の仕方（報告の書き方）

⚫ 背景

⚫ 目的

⚫ 方法

⚫ 結果

⚫ 議論

⚫ 結論

⚫ 感想や日記は報告ではない！



きょうの実験！
スパゲティを折るとどうなるか？

• 2006年のイグ・ノーベル賞！

有名な物理学者ファインマン先生のぎもん

折れた本数

折れた破片の長さを測定





スパゲティを折った結果を調べて
みよう！

•何本に折れたか

•何cmに折れたか













そのほかのちょっと面白い例

• 泡（あわ）のかたち



泡の形や大きさに注目



今日の研究が面白いと思った人この夏休みにぜひ，自分の研究を
行って

何か研究の発表会に参加しよう！

何か質問があれば，先生を通じて連
絡してください！

今日はありがとうございました！
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