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Who am I ?（Webサイト参照）

• 40年にわたり 高校で地学担当教員（今は退職）

• この間大阪府教育センター，大学で研究も行う

• 地学教育とりわけ地震や海外の地質などに興味

• 日本と世界の地質サイトを行脚

• 地学教材を開発（地震計，３D震源地図，岩石薄片など）

• Linux上のProgramingと英語を勧める

• 2012年より，特任准教授および非常勤で本学で教養「地球と災害」，
専門「固体地球科学II」担当

2017年より夏～秋の２ヶ月，タイの先進科学高校（KVIS）の高３生の
地学を英語で担当（２０１９年まで．COVID-19期間で中断）

• 2022年からあらたにタイのサイエンス高校（PCSHS Mukdahan校
Loei校など）のvisiting teacher で現在に至る．



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





科学がベースとするもの

• これから２つの動画をごらんにいれます．

• いずれも火山の噴火をあつかったものです．

• この２つの動画のもっとも根本的なちがいは

何だと思いますか？

気づいたら，手を上げてください！



1991 Unzen Pyroclastic Flow





２つの動画の根本的，本質的なちがい？

解像度低い，しかし真実 解像度高い，しかしCG（嘘）！



•真実（Fact）

•つくりもの（CG，AI）
Artificial Intelligence



なぜ波は沖から来るのに----

浜辺は水でいっぱいにならないのか？

http://www.jpcoast.com/img/201007/20_DSC_0258.jpg



https://www.youtube.com/watch?v=hq387m0PRac



波とは？

物体（物質）が移動するわけではない！

物質の変化（状態）が移動する！！

密度変化，位置変化など

波の種類あるいは例？

海の波，スタジアムのウエーブ，音，光，電波

地震など



波の基本的な性質
屈折

音の屈折（狸ばやし）

反射

音の反射（泣き龍）

共鳴（共振）

干渉

回折



地震計（附属天王寺中学校）

先生の研究（これは何でしょう？）





地震波形（大阪教育大学附属天王
寺中学校）2024.01.01



2024年1月1日 ３成分地震計記録：上下・東西・南北（大阪教育大学附属天王寺中学校）
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ふだんは地震のない国での地震

• 2025年３月28日，ミャンマーで発生したM7.7の地震

• ふだんは地震を経験したことのない，タイのバンコクで
身体に感じる地震！

• 次に地震の波形と，YouTubeに上げられた動画をごら
んいれます．



タイの科学高校での授業



地震波形（タイ東部の科学高校）PCSHS Mukdahan 2025.03.28



地震波形（タイ東部の科学高校）
PCSHS Mukdahan 2025.03.28





ビデオはPhayao大学の
Chachawal先生よりいただいた

https://www.youtube.com/shorts/BWukpxZE3PA

https://www.youtube.com/shorts/fXUPi8_BPzk



地震は地面を波が伝わる現象





タイのシルパコーン大学物理学教室オーム教授

バンコクの近くの大学で記録したミャンマー地震
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大阪教育大学（柏原市）で記録したミャンマー地震
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とても遠い震源なのに
なぜ被害が出たのか？



波の共鳴，共振の実験！！



夕焼けが赤い理由？

https://qph.cf2.quoracdn.net/main-qimg-ab6c5b3f51a43149aa79bd79fe1ef31f



ビデオはPhayao大学の
Chachawal先生よりいただいた

https://www.youtube.com/shorts/BWukpxZE3PA

https://www.youtube.com/shorts/fXUPi8_BPzk震源から遠いタイのバンコクで
大きなゆれがあった理由？



１）波の性質から，長い周期の波が
遠い距離を伝わった！

２）超高層ビルが，長い周期の波だ
けに共振した！

⇒ 波の科学的な性質で説明できる！



ここで休憩タイム



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！



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．



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
⇒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



研究テーマを決めるのは難しい！
• 研究の９割は「研究テーマ」のよしあしできまる．

• 自分で面白そうなテーマを５個考えてくる．

• その中で研究して，うまくいきそうかどうかを学校の先生
や専門家の先生に選んでもらう！

• そうするとテーマは自分で選んだことになる．

• テーマまで親や先生に決めてもらうのは反則！

• そして研究テーマを選んだら，かならず賞に応募したり，

• どこかで発表することを考える！

• ほかの人が興味を引く，研究名を考える（これはあとで）



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









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_kaitu

buri.html



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_kaitu

buri.html



なぜこのデータは
貴重か？



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



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．



ここで休憩！



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



ようがんのふしぎな形

• 柱状節理（ちゅうじょうせつり）







東尋坊
（とうじんぼう）

ドイツ中部
Rhon山系









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

• ICT，デジタル，ハイテクだけではなく，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



今日の講座を終えるにあたって
保護者の皆様へ

• 心理学者 岸田秀の一言

• あるお母さんから質問された．----

• どうすれば子供を「花を愛するやさしい子供」

に育てることができますか？

その答えはとても簡単です．「お母さん！あなたが
花を愛する，やさしい母親になれば良いのです！」
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