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１

今
聞
き
と
っ
た
こ
と
を
も
と
に
、
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

中
川
さ
ん
は
、
取
材
前
に
左
の
よ
う
な
メ
モ
を
用
意
し
て
い
ま
し
た
が
、
実
際
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、
こ
の
メ
モ
の
予
定
に
は
な
か
っ
た
質
問
を
し
ま

(1)
し
た
。
そ
の
質
問
の
内
容
を
書
き
な
さ
い
。

こ
の
あ
と
、
あ
な
た
は
中
川
さ
ん
た
ち
と
、
給
食
便
り
の
記
事
を
書
く
前
に
、「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
て
一
番
心
に
残
っ
た
こ
と
と
感
想
」
を
話
し
合
い

(2)
ま
す
。
ま
ず
、
心
に
残
っ
た
こ
と
を
、
次
に
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
感
想
を
発
表
す
る
よ
う
に
書
き
な
さ
い
。

２

次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

次
の
文
の

線
の
漢
字
の
読
み
が
な
を
書
き
な
さ
い
。
ま
た
、

線
の
ひ
ら
が
な
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

(1)
①

小
舟
が
海
を
漂
う
。

②

北
風
が
吹
く
。

③

昔
の
こ
と
を
誇
張
し
て
話
す
。

④

長
い
距
離
を
走
っ
て
み
る
。

⑤

お
互
い
の
利
益
を
考
え
る
。

⑥

輝
か
し
い
こ
う
せ
き
を
残
す
。

⑦

運
動
会
の
お
知
ら
せ
を
か
い
ら
ん
す
る
。

⑧

適
切
な
し
ょ
ち
を
と
る
。

⑨

大
き
な
穴
を
ほ
る
。

⑩

趣
味
で
切
手
を
し
ゅ
う
し
ゅ
う
す
る
。

次
の
文
の
述
語
「
つ
な
が
る
」
に
対
応
し
て
い
る
主
語
（
部
）
を
、
次
の
ア
～
オ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

(2)

ア

イ

ウ

エ

オ

み
ん
な
が

「
熊
本
に
ゆ
か
り
の
作
家
」
に

親
し
む
の
も
、

郷
土
の
良
さ
を

見
直
す
こ
と
に

つ
な
が
る
。

次
の

に
は
、
例
の
よ
う
に
同
じ
読
み
方
を
し
、
共
通
す
る
部
分
を
持
つ
漢
字
が
そ
れ
ぞ
れ
入
り
ま
す
。
例
を
参
考
に
、

の
中
に
漢
字
を
一
字
ず
つ

(3)
書
き
な
さ
い
。

（
例
）

定
・
実

・
危

（
け
ん
）
→

検
定
・
実

験
・
危

険

（
問
題
）

神
・

流
・
安

（
せ
い
）

次
の
文
章
は
、
松
田
さ
ん
が
書
い
た
職
場
体
験
の
報
告
文
の
一
部
で
す
が
、

線
部
は
言
葉
の
き
ま
り
の
う
え
で
、
正
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
文
の
意

(4)
味
を
変
え
な
い
よ
う
に
し
て
、

線
部
を
正
し
く
書
き
直
し
な
さ
い
。

私
は
、
三
日
間
、
保
育
所
に
職
場
体
験
に
行
き
ま
し
た
。
一
日
目
に
私
が
体
験
し
た
の
は
、
読
み
聞
か
せ
を
し
ま
し
た
。

寺
本
さ
ん
は
、
郷
土
の
偉
人
、
布
田
保
之
助
に
つ
い
て
ク
ラ
ス
で
発
表
す
る
た
め
に
、
友
達
の
松
田
さ
ん
の
前
で
練
習
し
ま
し
た
。
次
の
会
話
は
、「
布

い

ふ

た

や
す

の

す
け

(5)
田
保
之
助
は
、
通
潤

橋
を
つ
く
り
、
農
業
の
し
ん
こ
う
に
貢
献
し
ま
し
た
。
」
と
い
う
部
分
を
聞
い
た
松
田
さ
ん
と
の
会
話
の
一
部
で
す
。
よ
く
読
ん
で
、

つ
う
じ
ゅ
ん
き
ょ
う

こ
う
け
ん

あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

（
松
田
）

農
業
の
「
し
ん
こ
う
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
漢
字
で
は
ど
う
書
く
の
で
す
か
。

（
寺
本
）

「
手
を
ふ
る
」
の
「
ふ
る
」
と
「
き
ょ
う
み
」
の
「
き
ょ
う
」
で
、「
し
ん
こ
う
」
と
書
き
ま
す
。「
物
事
を
盛
ん
に
す
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。

（
松
田
）

聞
い
た
と
き
、
ち
ょ
っ
と
わ
か
り
に
く
い
気
が
し
ま
し
た
。
他
の
わ
か
り
や
す
い
熟
語
で
言
い
か
え
て
み
た
ら
ど
う
で
す
か
。

（
寺
本
）

そ
れ
で
は
、
同
じ
よ
う
な
意
味
の

を
使
っ
て
、「
農
業
の

に
貢
献
し
ま
し
た
。」
に
言
い
か
え
た
ら
、
ど
う
で
す
か
。

（
松
田
）

そ
の
ほ
う
が
聞
い
て
い
る
人
に
わ
か
り
や
す
く
て
い
い
と
思
い
ま
す
。

①

寺
本
さ
ん
が
最
初
に
使
っ
て
い
た
「
し
ん
こ
う
」
は
、
漢
字
で
は
ど
う
書
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
正
し
い
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記

号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

進
行

イ

振
興

ウ

親
交

エ

新
港

②

に
当
て
は
ま
る
二
字
熟
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

成
立

イ

全
開

ウ

完
成

エ

発
展

取材メモ

〔取材日時〕１２月１０日（月）

放課後

〔テーマ〕 「献立の工夫」
こんだて

〔取材する人〕

学校栄養職員の先生

〔質問〕

① 献立づくりで一番工夫されて

いることは、何か。

② おすすめのメニューは何

か。

③ 「食べる」ことについての

みんなへのメッセージ。



３

わ
た
し
た
ち
の
住
む
熊
本
県
に
あ
る
阿
蘇
に
は
、
昔
か
ら
多
く
の
文
学
者
が
訪
れ
、
そ
の
自
然
に
感
動
し
、
す
ば
ら
し
い
文
学
作
品
を
多
く
残
し
て
い
ま

く
ま
も
と

あ

そ

す
。
山
下
さ
ん
は
阿
蘇
を
題
材
に
し
た
短
歌
に
つ
い
て
学
習
し
ま
し
た
。
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

次
の
短
歌
は
、
夏
目
漱
石
の
詠
ん
だ
短
歌
で
す
。

な
つ

め

そ
う
せ
き

よ

山
下
さ
ん
は
、
こ
の
短
歌
の
鑑
賞
文
を
書
く
た
め
の
準
備
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
メ
モ
を
書
き
ま
し
た
。

か
ん
し
ょ
う
ぶ
ん

山
下
さ
ん
は
、
こ
の
メ
モ
を
見
た
鈴
木
先
生
か
ら
、
次
の
よ
う
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
ま
し
た
。

「
情
景
を
想
像
す
る
と
き
に
は
、
も
っ
と
色
の
対
比
や
季
節
感
に
つ
い
て
想
像
力
を
働
か
せ
て
ご
ら
ん
。
ま
た
、
そ
の
短
歌
を
詠
ん
だ
と
き
、

作
者
が
何
に
感
動
し
て
い
た
の
か
も
想
像
し
て
み
る
と
、
豊
か
な
感
想
が
書
け
ま
す
よ
。」

そ
こ
で
、
山
下
さ
ん
は
、
こ
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
参
考
に
メ
モ
の
内
容
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
、
次
の
よ
う
な
鑑
賞
文
を
書
き
ま
し
た
。

ほ
か
に
も
、
阿
蘇
を
題
材
に
し
た
短
歌
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

＊
噴
煙
…
噴
き
出
す
煙

次
は
、「
観
光
客
が
阿
蘇
で
い
い
と
感
じ
た
風
景
」
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
で
す
。
こ
こ
ま
で
読
ん
だ
短
歌
や
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
、
写
真
を
参
考

(1)
に
し
て
「
阿
蘇
」
と
い
う
言
葉
か
ら
あ
な
た
が
想
像
す
る
風
景
を
書
き
な
さ
い
。

あ
な
た
も
、
鈴
木
先
生
の
ア
ド
バ
イ
ス
や
山
下
さ
ん
の
鑑
賞
文
を
参
考
に
し
て
短
歌
の
鑑
賞
文
を
書
き
ま
し
ょ
う
。

(2)
①

鑑
賞
文
を
書
こ
う
と
思
う
短
歌
を
イ
～
エ
の
中
か
ら
一
首
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

②

あ
な
た
が
選
ん
だ
短
歌
に
描
か
れ
た
情
景
を
、
色
の
対
比
・
季
節
感
を
入
れ
て
、
想
像
し
て
書
き
な
さ
い
。

え
が

③

あ
な
た
が
選
ん
だ
短
歌
に
表
さ
れ
た
作
者
の
感
動
や
心
情
を
、
想
像
し
た
う
え
で
、
自
分
の
感
想
を
書
き
な
さ
い
。

（平成１３年草原景観に関するアンケート

調査結果・環境省）

【
情
景
】
○
秋
の
大
空
。

○
阿
蘇
中
岳
か
ら
赤
い
け
む
り
と
黒
い
け
む
り
が
、
ま
っ
す
ぐ
に
立
っ
て
い
る
。

な
か
だ
け

【
感
想
】
○
と
て
も
雄
大
な
感
じ
。

ゆ
う

○

ア
の
短
歌
に
つ
い
て
書
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
短
歌
か
ら
次
の
よ
う
な
情
景
を
想
像
し
ま
し
た
。

○

赤
い
噴
煙
と
黒
い
噴
煙
が
ま
っ
す
ぐ
に
立
ち
の
ぼ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
え
、
秋
の
大
空
は
、
青
く
澄
み
切
っ
て
い
て
、
赤
と
黒
と
青

＊

の
三
つ
の
色
の
対
比
が
鮮
や
か
だ
と
思
い
ま
す
。

次
に
私
の
感
想
で
す
。

○

赤
い
噴
煙
が
激
し
く
燃
え
立
つ
情
熱
、
黒
い
噴
煙
は
不
安
な
気
持
ち
を
表
わ
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
作
者
は
、
情
熱
と
不
安
の
間
で

悩
み
な
が
ら
も
、
澄
み
切
っ
た
秋
の
大
空
の
よ
う
な
お
お
ら
か
な
心
で
い
た
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。
作
者
の
心
情
と
情
景
が
重
な
っ
て
、

と
て
も
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
い
、
雄
大
な
感
じ
の
す
る
短
歌
だ
と
思
い
ま
す
。

ゆ
う

ア

赤
き
烟
黒
き
烟
の
二
柱

真
直
ぐ
に
立
つ
秋
の
大
空

夏
目

漱
石

け
む
り

ふ
た
は
し
ら

ま
っ

す

草原が広がる風景

火口の風景

観光客が阿蘇でいいと感じた風景

77%

51%

38%

23%

20%

20%

5%

草原が広がる風景

山の連なりやカルデラの風景

牛馬のいる放牧風景

水源や渓谷などの風景

森林の風景

火口や噴煙などの風景

その他

(お）

イ

う
す
霧
や
大
観
峰
に
よ
り
そ
い
て
朝
が
ほ
の
さ
く
阿
蘇
の
山
荘

与
謝
野
晶
子

ぎ
り

だ
い
か
ん
ぼ
う

そ
う

よ

さ

の

あ
き

こ

ウ

の
ぼ
り
ゆ
く
高
原
の
秋
の
夕
晴
れ
に
さ
や
け
く
白
く
阿
蘇
の
山
み
ゆ

太
田

水
穂

お
お

た

み
ず

ほ

エ

大
阿
蘇
の
山
の
煙
は
お
も
し
ろ
し
空
に
の
ぼ
り
て
夏
雲
と
な
る

吉
井

勇

よ
し

い

い
さ
む

＊渓 谷…谷、谷間
けいこく



４

田
中
さ
ん
の
グ
ル
ー
プ
は
、
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
熊
本
県
の
美
術
工
芸
品
に
つ
い
て
調
べ
て
い
ま
す
。
田
中
さ
ん
は
「
肥
後
象
が
ん
」
を
担
当
し
て
、

ひ

ご

ぞ
う

次
の
よ
う
な
発
表
原
稿
を
書
き
ま
し
た
。
ま
た
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
、
パ
ソ
コ
ン
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
ソ
フ
ト
を
使
っ
て
、
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
す
ス
ラ

こ
う

イ
ド
を
作
り
ま
し
た
。
あ
と
に
示
し
て
い
る
の
は
そ
の
一
部
で
す
。
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。（
①
～
⑩
は
段
落
番
号
を
示
し
て

い
ま
す
。）

（
農
山
漁
村
文
化
協
会
「
江
戸
時
代
人
づ
く
り
風
土
記
４
３
」
に
よ
る
。）

Ａ
の
ス
ラ
イ
ド
は
、
発
表
原
稿
の
ど
の
段
落
の
内
容
を
示
し
た
も
の
で
す
か
。
当
て
は
ま
る
段
落
番
号
を
す
べ
て
答
え
な
さ
い
。

(1)

Ｂ
の
ス
ラ
イ
ド
は
、
ま
だ
製
作
途
中
で
す
。
ス
ラ
イ
ド
の
（

ア

）
、
（

イ

）
に
は
発
表
原
稿
の
（

ア

）
、
（

イ

）

(2)
と
同
じ
言
葉
が
入
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
に
当
て
は
ま
る
適
当
な
言
葉
を
、
文
章
中
か
ら
書
き
出
し
な
さ
い
。

「
肥
後
象
が
ん
の
す
ば
ら
し
さ
を
ま
と
め
て
述
べ
た
い
」
と
あ
り
ま
す
が
、
⑨
段
落
ま
で
に
あ
る
肥
後
象
が
ん
の
良
さ
を
具
体
的
に
二
つ
以
上
取
り
上
げ
て
、

(3)
あ
な
た
も
肥
後
象
が
ん
の
す
ば
ら
し
さ
を
述
べ
る
文
章
を
⑩
段
落
に
書
き
な
さ
い
。

田
中
さ
ん
は
発
表
が
終
わ
っ
た
あ
と
も
、
肥
後
象
が
ん
に
つ
い
て
引
き
続
き
、
調
べ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
あ
な
た
な
ら
こ
の
あ
と
、
さ
ら
に
ど
の

(4)
よ
う
な
方
法
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
調
べ
ま
す
か
。
具
体
例
を
用
い
て
簡
潔
に
説
明
し
な
さ
い
。

肥後象がんとは？

○鉄に金銀をはめ込んだ

美術工芸品

○江戸時代から始まる

○刀の部品からアクセサリー、

日用品まで

○国の「伝統的工芸品」

美術工芸品と工業製品のちがい

美術工芸品 工業製品

製法 （ ア ） 機械化

仕 上 が 魅力がある （ イ ）

り が生じる。

Ａのスライド

Ｂのスライド



５

次
の
作
品
と
文
章
は
、
熊
本
県
出
身
の
書
家
・
武
田
双
雲
さ
ん
が
書
か
れ
た
「
種
」
と
い
う
作
品
と
、
そ
の
作
品
に
つ
い
て
の
文
章
で
す
。
こ
の
作
品
と
文

た
け

だ

そ
う
う
ん

章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

「
種
」

「
こ
の
作
品
が
で
き
た
き
っ
か
け
」

Ｎ
Ｔ
Ｔ
か
ら
書
道
家
と
し
て
独
立
し
て
、

三
年
く
ら
い
た
っ
た
頃
の
こ
と
で
す
。

こ
ろ

そ
れ
ま
で
は
、
い
ろ
ん
な
こ
と
が
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

し
か
し
、
あ
る
時
を
境
に
何
か
が
は
じ
け
た
よ
う
に
次
々
と
、

物
事
が
う
ま
く
い
く
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
り
ま
し
た
。

そ
の
時
は
何
が
原
因
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

三
年
前
く
ら
い
か
ら
蒔
い
て
い
た
小
さ
な
種
が
、

ま

芽
を
ふ
い
て
い
た
こ
と
に
気
付
い
た
の
で
す
。

そ
の
芽
が
連
鎖
反
応
を
起
こ
し
て
い
る
の
で
す
。

れ
ん
さ
は
ん
の
う

そ
し
て
そ
れ
は
仕
事
の
こ
と
だ
け
で
な
く
、

「
今
」
存
在
し
て
い
る
自
分
す
べ
て
に
お
い
て
言
え
ま
す
。

生
ま
れ
て
き
て
か
ら
ず
っ
と
ず
っ
と

蒔
き
続
け
て
き
た
種
が
長
い
時
間
を
経
て
い
ろ
ん
な
色
の
花
を
咲
か
せ
て
い
る
。

だ
か
ら

未
来
の
自
分
が
ど
ん
な
花
を
咲
か
せ
て
い
た
い
の
か
を
考
え
た
ら
、

今
蒔
く
べ
き
種
が
少
し
だ
け
わ
か
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

そ
ん
な
思
い
を
こ
め
て
書
き
上
げ
た
書
で
す
。

双
雲
公
式
サ
イ
トh
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p:
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よ
り
（
一
部
改
）

「
そ
ん
な
思
い
を
こ
め
て
書
き
上
げ
た
書
で
す
。」
と
あ
り
ま
す
。
作
者
が
、
こ
の
「
種
」
と
い
う
書
の
作
品
に
こ
め
た
思
い
を
、
あ
な
た
は
ど
う
受
け
止

(問）
め
ま
し
た
か
。
ま
た
、
あ
な
た
が
「
思
い
を
こ
め
て
」
字
を
書
く
の
は
ど
の
よ
う
な
と
き
で
す
か
。
次
の
条
件
に
し
た
が
っ
て
文
章
を
書
き
な
さ
い
。

ア

二
百
字
程
度
で
書
く
こ
と
。

イ

二
段
落
構
成
で
書
く
こ
と
。

ウ

第
一
段
落
に
は
、
あ
な
た
が
こ
の
「
種
」
と
い
う
書
の
作
品
か
ら
受
け
止
め
た
作
者
の
思
い
に
つ
い
て
書
く
こ
と
。

エ

第
二
段
落
に
は
、「
思
い
を
こ
め
て
」
字
を
書
く
の
は
ど
の
よ
う
な
と
き
か
、
具
体
的
な
体
験
や
考
え
を
入
れ
て
書
く
こ
と
。（
題
名
や
名
前
は
書
き
ま

せ
ん
）


