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若者にメッセージを送る名古屋大の天野教授＝い
ずれも名古屋市千種区の同大で（畑山亘撮影）

高校生記者のインタビューに答え
る天野教授㊧（青木咲弥佳撮影）

私
の
一
日
は
朝
の

新
聞
か
ら
始
ま
る
。

バ
サ
ッ
と
広
げ
る

と
、
全
体
が
視
野
に

入
る
大
き
な
紙
面
。

面
白
そ
う
な
記
事
を

探
し
て
い
る
と
き
、

ふ
と
思
い
も
よ
ら
な

い
見
出
し
が
目
に
飛

び
込
ん
で
く
る
。
そ

れ
が
興
味
の
つ
ぼ
に
は
ま
る
こ
と

も
あ
っ
た
。
ネ
ッ
ト
だ
と
こ
う
は

い
か
な
い
。
ど
う
し
て
も
話
題
の

範
囲
が
狭
く
な
っ
て
し
ま
う
。
テ

レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
は
素
早
く
事
実
を

伝
え
る
が
、
背
景
に
迫
っ
た
深
い

解
説
は
や
は
り
新
聞
だ
ろ
う
▼
日

本
の
学
生
は
積
極
性
に
欠
け
る
と

書
か
れ
た
記
事
が
印
象
に
残
っ
て

い
る
。
半
年
前
に
イ
ギ
リ
ス
の
高

校
で
体
験
し
た
授
業
。
教
育
制
度

と
学
費
の
違
い
に
つ
い
て
、
生
徒

は
「
学
費
が
高
い
な
ら
ア
ル
バ
イ

ト
を
す
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
」

「
勉
強
す
る
時
間
を
ア
ル
バ
イ
ト

に
費
や
し
て
し
ま
っ
て
は
元
も
子

も
な
い
。
そ
の
時
間
の
バ
ラ
ン
ス

は
本
人
の
判
断
に
委
ね
る
べ
き
も

の
で
は
な
い
」
な
ど
激
論
を
繰
り

広
げ
て
い
た
。
思
い
を
言
葉
に
す

る
と
自
分
の
中
で
考
え
が
ま
と
ま

る
。
話
し
合
い
の
中
で
新
た
な
発

見
も
あ
る
に
違
い
な
い
。
自
分
の

意
見
が
他
の
誰
か
の
心
を
動
か
す

か
も
し
れ
な
い
。
議
論
と
は
相
手

の
意
見
を
否
定
し
て
自
分
の
意
見

を
通
す
こ
と
で
は
な
く
、
相
手
の

意
見
も
尊
重
し
て
お
互
い
に
納
得

が
で
き
る
答
え
を
探
す
こ
と
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
▼
そ
の
た
め
に
新

聞
が
役
立
つ
と
感
じ
る
。
深
い
解

説
や
論
旨
の
組
み
立
て
方
が
参
考

に
な
る
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
幅

広
い
話
題
を
い
ろ
ん
な
角
度
か
ら

捉
え
る
力
を
養
う
こ
と
が
で
き
る

か
ら
。
そ
ん
な
恩
恵
を
与
え
て
く

れ
る
新
聞
を
今
後
も
読
み
続
け
、

さ
さ
い
な
物
事
も
多
角
的
な
視
点

か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
な
人
に
な
り

た
い
。

（
堀
田
万
理
恵
）

　
今
回
、
会
場
内
で
こ
の
号
外
を

発
行
し
て
い
る
ド
ラ
ゴ
ン
号
＝
写

真
＝
は
、
中
日
新
聞
社
が
所
有
す

る
新
聞
製
作
・広
報
車
。二
〇
〇
四

年
の
新
潟
県
中
越
地
震
を
受
け
、

被
災
地
で
の
新
聞
発
行
を
担
う
新

聞
製
作
車
の
導
入
が
各
社
で
進
む

流
れ
の
中
で
、
〇
五
年
八
月
に
登

場
し
た
。
普
段
は
学
校
な
ど
の
教

育
機
関
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
、

Ｎ
Ｉ
Ｅ
活
動
の
一
環
と
し
て
学
校

の
新
聞
づ
く
り
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
マ
ラ
ソ
ン
大
会
な
ど
の
イ

ベ
ン
ト
会
場
で
号
外
を
発
行
す
る

た
め
に
出
動
し
て
い
る
。

ド
ラ
ゴ
ン
号
は
、
二
十
九
人
乗

り
の
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
を
改
造
し
た

も
の
で
、
一
分
あ
た
り
三
十
枚
印

刷
で
き
る
印
刷
機
を
二
台
と
、
パ

ソ
コ
ン
二
台
を
備
え
て
い
る
。
さ

ら
に
、
ガ
ソ
リ
ン
で
動
く
自
家
発

電
機
を
備
え
て
お
り
災
害
時
に
電

源
が
な
い
状
況
で
も
、
そ
の
場
で

新
聞
を
編
集
・
発
行
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
畑
山
亘
）

土屋武志大会実行委員長の話
今回のテーマ「新聞

を開く　世界をひら
く」の主語は子どもで
す。新聞を購読する家
庭が減る中、必要なの
は子どもが学校で新聞

を開ける環境をつくること。図書室
や、教室の学級文庫のように新聞が
身近にあるのがいいと思います。電
子情報なら、タブレットを使って大
勢で見られます。
大会を通して、新聞を使った授業

が特別ではなく、普通だという流れ
に変えていきたいです。これまでの
大会では新聞を使うことが前提でし
たが、新聞そのものがなぜ必要であ
るかも考えられるといいと思いま
す。 （聞き手・水谷文香）

新聞を教育に活用する「ＮＩＥ活動」について、全国の教員や新聞関係者が情報交換する

「第�回ＮＩＥ全国大会名古屋大会」（日本新聞協会主催、愛知県ＮＩＥ推進協議会、中日

新聞社主管）が３、４の両日、名古屋市熱田区の名古屋国際会議場で開かれる。東海３県で

は初開催。大会は「新聞を開く　世界をひらく」をスローガンに、記念講演や座談会、公開

授業、特別分科会などを通して活発な議論を交わす。 （三浦歩）

初
日
は
、
も
の
づ
く
り
が
盛
ん

な
愛
知
県
に
ち
な
ん
で
、
ノ
ー
ベ

ル
物
理
学
賞
受
賞
者
で
名
古
屋
大

の
天
野
浩
教
授
が
「
世
界
を
照
ら

す
Ｌ
Ｅ
Ｄ
　
未
来
を
照
ら
す
こ
と

の
大
切
さ
」と
題
し
て
講
演
す
る
。

女
子
レ
ス
リ
ン
グ
五
輪
メ
ダ
リ
ス

ト
の
吉
田
沙
保
里
選
手
を
は
じ

め
、
中
日
新
聞
社
の
小
出
宣
昭
顧

問
・
主
筆
、
児
童
生
徒
代
表
ら
が

参
加
し
て
の
座
談
会
「
頭
の
知
識

　
体
の
知
識
」
も
開
か
れ
る
。

二
日
目
は
、
二
十
六
の
分
科
会

を
実
施
。
県
内
の
教
員
や
児
童
ら

が
新
聞
記
事
を
活
用
し
た
公
開
授

業
の
ほ
か
、
授
業
の
実
践
発
表
や

特
別
分
科
会
も
あ
る
。
イ
ベ
ン
ト

ホ
ー
ル
で
は
教
員
た
ち
の
ポ
ス
タ

ー
発
表
や
、
世
界
の
子
ど
も
新
聞

の
展
示
な
ど
が
あ
る
。

　
記
念
講
演
に
登
壇
す
る
天
野
浩
・
名
古
屋
大
教
授
。
世
界
を
変
え
る
開
発
を
し
た
研

究
者
は
、
教
育
や
新
聞
を
ど
う
見
て
い
る
の
か
。
こ
れ
か
ら
社
会
に
出
る
高
校
生
記
者

が
取
材
し
た
。

（
竹
村
有
紗
）

―
ど
ん
な
高
校
生
で
し
た
か
？

勉
強
は
好
き
で
は
な
か
っ
た
で
す
。
や

ら
さ
れ
て
い
る
状
況
で
し
た
。
特
に
社
会

（
科
）
は
昔
か
ら
だ
い
っ
き
ら
い
。
で
も

今
は
好
き
に
な
り
ま
し
た
。

―
な
ぜ
社
会
科
が
好
き
に
な
っ
た
の
で
す

か
？ノ

ー
ベ
ル
賞
を
受
賞
し
て
世
界
に
目
を

向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
き
っ
か
け
。

海
外
に
行
き
、
他
国
の
問
題
に
興
味
を
持

ち
ま
し
た
。
ア
フ
リ
カ
の
人
か
ら
聞
い
た

若
者
の
海
外
流
出
の
話
は
、
日
本
の
地
方

の
問
題
と
そ
っ
く
り
。
そ
う
か
、
社
会
っ

て
面
白
い
と
感
じ
ま
し
た
。

―
ど
ん
な
ニ
ュ
ー
ス
に
興
味
を
持
ち
ま
す

か
？新

聞
で
チ
ェ
ッ
ク
す
る
の
は
日
本
の
財

政
や
産
業
の
状
況
。
外
国
に
行
く
時
は
そ

の
国
の
財
政
状
況
な
ど
を
調
べ
て
、
現
地

で
実
際
に
質
問
し
ま
す
。
そ
の
情
報
を
基

に
し
て
日
本
の
仕
組
み
を
考
え
る
と
面
白

い
。
新
聞
は
一
見
取
っ
つ
き
に
く
い
け
れ

ど
、
一
つ
一
つ
は
興
味
あ
る
こ
と
ば
か
り

で
す
。

―
思
考
力
や
解
決
力
を
養
う
に
は
ど
ん
な

教
育
が
必
要
で
す
か
。

対
話
に
よ
っ
て
考
え
を
深
め
る
ア
ク
テ

ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
も
、
ひ
と
り
で
問
題
と

向
き
合
う
こ
と
も
、
ど
ち
ら
も
重
要
だ
と

思
い
ま
す
。
大
切
な
の
は
、
自
分
で
考
え

て
試
し
て
、
間
違
っ
て
い
る
と
気
づ
い
た

ら
次
の
ス
テ
ッ
プ
に
い
く
こ
と
。

―
研
究
か
ら
得
た
経
験
は
？

研
究
で
挫
折
を
感
じ
た
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。装
置
か
ら
手
作
り
で
き
た
の
で
、楽

し
く
て
し
か
た
な
か
っ
た
ん
で
す
。
た
だ

偉
い
先
生
方
か
ら
「
そ
の
方
法
は
不
可
能

だ
」と
批
判
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
。

で
も
、う
の
み
に
せ
ず
、反
発
か
ら
取
り
組

み
ま
し
た
。
成
功
で
き
た
の
は
必
ず
で
き

る
と
信
じ
続
け
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

―
若
者
へ
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
。

ま
ず
は
い
ろ
ん
な
人
の
話
を
聞
く
こ
と

が
大
切
。
た
だ
、
う
の
み
に
し
な
い
で
く

だ
さ
い
。
未
来
を
築
く
と
い
う
使
命
感
を

持
ち
、
先
入
観
を
持
た
ず
に
チ
ャ
レ
ン
ジ

し
て
い
く
こ
と
。
こ
れ
が
時
代
を
進
め
る

原
動
力
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
若
い
人
に

は
「
可
能
性
」
が
あ
り
ま
す
。
自
分
が
や

る
ん
だ
！

と
い
う
意
識
で
好
き
な
こ
と

に
ど
ん
ど
ん
挑
戦
し
て
く
だ
さ
い
。



                     

                     

空
前
絶
後
の
Ｎ
Ｉ
Ｅ
効
果
�

信頼できるメディア 知りたくない？
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ホコホコＮＥＷＳ編集部は、中部地方在住の高校生５００人に新聞

に関するアンケートを実施した。新聞を使って授業をしている先

生のイメージは、「知的なイメージを持っている人」という意見が

多いことが分かった。 （安田悠里子、石黒美沙紀、松田結衣）

フ
ォ
ト
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

の
安
田
菜
津
紀
さ
ん
�
�

は
、
あ
え
て
紙
の
新
聞
を
読

む
こ
と
に
こ
だ
わ
る
。
安
田

さ
ん
は
高
校
生
の
時
「
国
境

な
き
子
ど
も
た
ち
」
の
友
情

レ
ポ
ー
タ
ー
と
し
て
カ
ン
ボ

ジ
ア
へ
渡
り
、
感
銘
を
受
け

て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
へ
の
道

を
進
ん
だ
。
現
在
は
中
東
や

ア
ジ
ア
を
中
心
に
貧
困
や
難

民
問
題
を
取
材
。
東
日
本
大

震
災
以
降
は
岩
手
県
陸
前
高

田
市
で
も
活
動
す
る
。

「
新
聞
は
ネ
ッ
ト
と
は
違

っ
て
、
自
分
が
思
い
も
し
な

い
記
事
に
出
会
え
る
の
が
魅

力
」
と
安
田
さ
ん
。
「
記
事

を
事
実
と
意
見
に
色
を
分
け

て
線
を
引
い
て
み
る
と
良
い

で
す
」
と
高
校
生
に
ア
ド
バ

イ
ス
を
く
れ
た
。

事
実
を
伝
え
る
新
聞
と
は

い
え
、
記
事
に
は
記
者
の
思

い
が
形
容
詞
な
ど
に
表
れ
て

い
る
こ
と
が
あ
る
。
「
事
実

と
意
見
を
し
っ
か
り
見
分
け

て
読
ん
で
ほ
し
い
」
。
新
聞

を
手
に
と
っ
て
実
践
し
て
み

た
い
。

（
三
輪
亮
太
朗
）

新
聞
に
対
す
る
高
校
生
の
率

直
な
意
見
を
聞
こ
う
と
実
施
。

「
新
聞
を
授
業
に
取
り
入
れ
て

い
る
先
生
の
イ
メ
ー
ジ
は
」
と

い
う
質
問
は
複
数
回
答
を
求

め
、
「世
間
に
対
す
る
意
見
を
持

っ
て
い
そ
う
」
「情
報
を
た
く
さ

ん
知
っ
て
い
そ
う
」
な
ど
、
新

聞
を
授
業
に
使
う
教
師
は
「
知

的
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
生
徒

が
�
％
を
占
め
、最
多
だ
っ
た
。

一
方
で
、
「
授
業
自
体
は
お

も
し
ろ
い
が
、
内
容
が
よ
く
わ

か
ら
な
い
」
「
新
聞
自
体
が
堅

苦
し
い
」
と
い
う
理
由
も
見
ら

れ
る
な
ど
、
新
聞
の
持
つ
堅
苦

し
い
イ
メ
ー
ジ
を
指
摘
す
る
声

も
少
な
く
な
か
っ
た
。
「
教
科

書
を
使
わ
な
い
た
め
気
分
転
換

に
な
る
」
「
若
者
が
新
聞
に
興

味
を
持
つ
き
っ
か
け
に
な
る
と

思
う
」
な
ど
、
新
聞
を
使
っ
た

授
業
に
強
い
興
味
を
持
つ
意
見

の
生
徒
も
い
た
。

ま
た
、
新
聞
を
全
く
読
ま
な

い
人
が
�
％
で
、
も
っ
と
も
よ

く
使
う
情
報
源
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ

（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ

ン
グ
サ
ー
ビ
ス
）
と
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
が
�
％
と
半
数
以
上
を

占
め
た
。
し
か
し
、
「
も
っ
と

も
信
頼
で
き
る
メ
デ
ィ
ア
」
と

し
て
は
、
新
聞
が
全
体
の
�
％

を
占
め
、
相
反
し
て
い
る
こ
と

も
判
明
し
た
。

現
代
は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や

パ
ソ
コ
ン
な
ど
が
普
及
し
て
い

る
た
め
、
高
校
生
も
デ
ジ
タ
ル

な
媒
体
に
目
を
向
け
る
傾
向
が

強
い
。
教
員
が
信
頼
性
が
高
い

新
聞
を
使
っ
て
授
業
を
行
う
こ

と
は
、
普
段
の
教
科
書
で
の
学

び
と
は
違
い
、
生
徒
の
記
憶
に

残
り
や
す
く
、
ワ
ク
ワ
ク
す
る

授
業
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

「新聞をどれくらいの頻度で読みますか」についての問いで

�％と一番多くを占めた「全く読まない」と答えた高校生たち

は、「テレビやネットで情報を得る方が早いから」、「読む時間が

ないから」、「新聞をとっていないから」という理由が多数。さ

らに、全く読まないと答えた人の中で�％の人が「ネットで十

分だから」、「字が細かく、読む気になれない」などという理由

から「将来読みたくない」と答えている。

「週１回読んでいる」は�％。「選挙権をもうすぐ持つから、

政治について知っておいた方がいいと思うから」、「見出しを

見て、興味があるときは見るから」という理由だった。

一方で、「毎日読んでいる」と答えた生徒は全体の�％にと

どまった。
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