
適 性 検 査 Ⅱ

品川翔英中学校

１　問題は １ から ３ までで、１８ページにわたって印刷してあります。

２　検査時間は４５分です。

３　声を出して読んではいけません。

４　計算が必要なときは、この問題用紙の余白を利用しなさい。

５　答えは全て解答用紙に明確に記入し、解答用紙だけを提出しなさい。

６　答えを直すときは、きれいに消してから、新しい答えを書きなさい。

７　受検番号を解答用紙の決められたらんに記入しなさい。

注　　　意
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おさむさんとさくらさんは、江
え

戸
ど

時代の生活に興味を持ち、流通した貨
か

幣
へい

について調べま

した。

おさむ：江戸時代の初期に流通していた貨幣について調べてみたよ。資料１は金貨についてまと
めたものだよ。

資料１

【慶
けい

長
ちょう

大判】

・重さ１６５ｇ　品位６８％

・一
いっ

般
ぱん

には流通せず、主に恩賞や贈
ぞう

答
とう

用

に用いられた。

・小判（１両）の１０枚分に相当する。

【慶長小判】

・重さ１８ｇ　品位８４％

・１枚が１両で、現代の１０００００円

に相当する。

【慶長一分金】

・
１
４
両であり、重さは小判の

１
４
で、品位は小判と同じである。

（出典　colbase）

１
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さくら：「品位」とは何のことだろう。
おさむ：金の含

がん

有
ゆう

量を百分率で表したものだよ。

さくら：慶長大判は金の含有量が１１２ｇほどということかな。
おさむ：そういうことだね。
さくら：私が調べた、江戸時代の後期に流通した万

まん

延
えん

小判は重さが慶長小判の
１
６
で、品位が

５７％と書いてあったよ。

おさむ：慶長一分金も万延小判も金の含有量が計算できるね。

〔問題１〕　おさむさんは「慶長一分金も万延小判も金の含有量が計算できるね。」と言っています。

これまでの会話文と資料１から、慶長一分金か万延小判のどちらかを選んで、その金の
含有量を答えなさい。
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おさむ：銀貨と銅銭についてまとめたものが資料２だよ。

資料２

【慶長丁銀】

・棒の形状をした銀貨

・重さは４３匁
もんめ

・江戸時代初期と後期では異なるが銀

６０匁が金１両に相当した。

・誤差は豆板銀を使って調整した。

【豆板銀】

・重さは５匁前後のものが多いが１匁か

ら１０匁前後で、一定ではなかった。

【慶長一分銀】

・一分銀４枚が銀６０匁または金１両分

に相当

【寛
かん

永
えい

通宝】

・銅一文銭ともいう

・一文銭より大きい四文銭も存在した。

・銭４０００文が金１両に相当した。

（出典　colbase）
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さくら：現代の硬
こう

貨
か

と同じように穴の開いたものもあったなんて、驚
おどろ

きだね。

おさむ：寛永通宝の大きさは一定ではなかったようだけれど、一文銭は直径が２４ｍｍの円、四
文銭は直径が２８ｍｍの円だとしよう。穴の大きさはどちらも一辺が６ｍｍの正方形の

ようだね。面積がどのくらい違
ちが

うか計算してみよう。

〔問題２〕　おさむさんは「面積がどのくらい違うか計算してみよう。」と言っています。一文銭

と四文銭の（片面の）面積の違いを、会話文で説明された図形と考えて答えなさい。た

だし、単位はｍｍ２として、穴の部分は面積に含まないものとします。円周率は３．１４

とします。

おさむ：ほかにも、二分金や、二
に

朱
しゅ

金
きん

、一朱金、五匁銀、二朱銀、一朱銀というのもあったよう

だね。

さくら：両
りょう

替
がえ

商がいたという話を聞いたことがあるよ。

おさむ：そうだね。当時は、金貨、銀貨、銭貨を資料３のような仕組みで両替していたようだね。

資料３

銀貨銀貨 ６０匁６０匁 五匁銀
１２枚
五匁銀
１２枚

一分銀
４枚
一分銀
４枚

二朱銀
８枚
二朱銀
８枚

一朱銀
１６枚
一朱銀
１６枚

金貨金貨 １両１両 二分金
２枚
二分金
２枚

一分金
４枚
一分金
４枚

二朱金
８枚
二朱金
８枚

一朱金
１６枚
一朱金
１６枚

銭貨銭貨 ４０００文４０００文

さくら：たくさんの種類の貨幣があったのね。例えば一分金貨３枚を銀貨に両替したら、何枚く
らいになるのかな。

おさむ：考えてみるのも面白そうだね。

〔問題３〕　さくらさんは「一分金貨３枚を銀貨に両替したら、何枚くらいになるのかな。」と言っ

ています。資料３のような仕組みのもとで一分金貨３枚を、銀貨に両替したら、どの貨
幣が何枚になると考えられますか。その貨幣の枚数を答えなさい。また、貨幣の種類は

五匁銀、一分銀、二朱銀、一朱銀の中から２種類を使うものとします。ただし、答えは

１通りではありません。考えられるうちの１つを解答らんに書きなさい。
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さくら：この時代の貨幣の価値が分かってくると、人々の生活も分かってくるね。
おさむ：江戸時代の食べ物の値段をいくつか調べたんだけど、そば１杯

ぱい

は１６文、てんぷら１個

は６文、米１升
しょう

（１．５ｋｇ）は１５０文、卵１個は２０文だったようだよ。

さくら：ということは、そばにてんぷらを１個と卵を１個乗せて、ごはんを注文したら、現代の
お金でいくらになるか分かるね。

おさむ：そばの定食だね。

〔問題４〕　さくらさんは「そばにてんぷらを１個と卵を１個乗せて、ごはんを注文したら、現代

のお金でいくらになるか分かるね。」と言っています。そば１杯に、てんぷら１個と卵

１個を乗せて、ごはん１杯を注文したら、現代のお金で何円になるか、会話文と資料を
参考にして答えなさい。また、どのようにして求めたか書きなさい。ただし、ごはん１

杯は米８０ｇを使うものとします。
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千葉県の小学校に通う太
た

郎
ろう

さんと花子さんは、休み時間に、給食の献
こん

立
だて

表
ひょう

を見ながら話

をしています。

表１　７月７日の給食の献立表

日
曜

　日
献立名

あかの

食品

みどりの

食品

きいろの

食品
その他

エ
ネ
ル
ギ
ー　

（kcal）

た
ん
ぱ
く
質　

（g）

脂し

　
　
　質し

つ　

（g）

食
塩
相
当
量　

（g）

主に血や肉

となり、体

を作るもと

になる

主に体の調

子を整え、

病気になら

ないように

する

主にエネル

ギーになり、

体を動かす

もとになる

調味料類

７ 木

醤
しょう

油
ゆ

ラーメン

ししゃもの唐
から

揚
あ

げ

ビーンズサラダ

チーズドッグ

七夕ゼリー

牛乳

豚
ぶた

肉

うずら卵

なると

わかめ

ししゃも

青のり

インゲン豆

赤味
み

噌
そ

牛乳

コーン

人参

もやし

小松菜

長ネギ

味付けメンマ

にんにく

しょうが

キャベツ

きゅうり

枝豆

中
ちゅう

華
か

麺
めん

ごま油

小麦粉

米粉

サラダ油

三温糖

アーモンド

チーズドッグ

天の川ゼリー

酒

醤油

豚スープ

塩

胡
こ

椒
しょう

酢
す

６５０ ２５．７ ３２．９ ２．６

太　郎：給食の献立表には、よく見るといろいろなことが書いてあるね。
花　子：なかなかメニュー以外に目を向けることは少ないよね。
太　郎：表１にあるあかの食品・みどりの食品・きいろの食品の三つの分類はなんだろう。
花　子：これは、その日のメニューに使われている材料を栄養素ごとに分類したものだよ。あか

の食品は「主に血や肉となり、体を作るもとになる」栄養素で、みどりの食品は「主に

体の調子を整え、病気にならないようにする」栄養素で、きいろの食品は「主にエネル

ギーになり、体を動かすもとになる」栄養素を持っているものなの。調味料類は「その

他」に分類されているね。

太　郎：なるほど。これらの栄養素について調べてみようよ。
花　子：献立表（表２）の下に書いてあるじゃない？「学校給食摂

せっ

取
しゅ

基準（中学年）」のところ

を読んでみて。

太　郎：どれどれ……えっと、学校給食摂取基準（中学年）はエネルギー６５０kcal、たんぱく
質２１～３２．５g、脂質１４．４～２１．６g、食塩相当量２g未満。たんぱく質は摂取
エネルギー比で１３～２０％、脂質は摂取エネルギー比で２０～３０％。本当だ！書い

てあるんだ。

２
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表２　ある年の千葉県松戸市の小学校の給食献立表

日
曜

　日
献立名

あかの

食品

みどりの

食品

きいろの

食品

主に血や肉となり、体

を作るもとになる

主に体の調子を整え、

病気にならないように

する

主にエネルギーになり、

体を動かすもとになる

１ 月

ごはん

しろみさかなのユーリンチー

やさいのごまあえ

とんじる

バナナ

ぎゅうにゅう

メルルーサ　ぶたにく

とうふ　あかみそ

しろみそ

ぎゅうにゅう

ながねぎ　しょうが

にんにく　こまつな

はくさい　もやし

にんじん　ごぼう

だいこん　こんにゃく

バナナ

こめ　でんぷん

こむぎこ　あぶら

ごまあぶら　ごま

じゃがいも

２ 火

プルコギうどん

かいそうさらだ

ワンタンスープ

とうもろこし

ぎゅうにゅう

ぶたにく

かいそうみっくす

ちりめんじゃこ

たまご　なると

あさり　ぎゅうにゅう

たまねぎ　にんじん

はくさい　ながねぎ

にら　にんにく

キャベツ　だいこん

しょうが　きくらげ

もやし　こまつな

たけのこ　しなちく

とうもろこし

こめ　さとう

ごまあぶら

さらだあぶら　ごま

ワンタンのかわ

でんぷん

３ 水

しょくぱん

いちごジャム

パンプキンシチュー

ピーナッツサラダ

パインアップル

ぎゅうにゅう

とりにく

ぎゅうにゅう

とうにゅう

生クリーム

かぼちゃ　たまねぎ

マッシュルーム

にんにく

ブロッコリー

きゅうり　キャベツ

レモンかじゅう

パイン

しょくぱん　いちご

ジャム　じゃがいも

バター　さらだあぶら

４ 木

しょうがごはん

なまあげのにくまき

ブロッコリーのごまあえ

まめまめじる

グレープフルーツ

ぎゅうにゅう

なまあげ　ぶたにく

しろみそ　だいず

あぶらあげ　あかみそ

とうにゅう

ぎゅうにゅう

しょうが

ブロッコリー

コーン　ぶなしめじ

ながねぎ　こまつな

グレープフルーツ

こめ　むぎ

きびざとう

ごま　じゃがいも

５ 金

さんまのかばやきうどん

うめあえ

けんちんじる

チーズドック

たなばたゼリー

ぎゅうにゅう

さんま　なまあげ

ぎゅうにゅう

おろししょうが

ながねぎ　キャベツ

こまつな　にんじん

もやし　うめぼし

だいこん　こんにゃく

オレンジ　ごぼう

こめ　でんぷん

あぶら　さんおんとう

ごま　さとう

さといも

※�　学校給食摂取基準（中学年）　エネルギー650kcal　たんぱく質21～32.5g（摂取エネルギー

比で13～20％）脂質14.4～21.6g（摂取エネルギー比で20～30％）　食塩相当量２g未満
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太郎さんと花子さんは、あかの食品・みどりの食品・きいろの食品にそれぞれふくまれている
栄養素についてくわしく調べ、図１を見つけました。

図１　食品の３色分類
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太　郎：あかの食品の主な栄養素がたんぱく質で、みどりの食品がビタミンなんだね。ミネラル
も、みどりの食品に分類されているようだよ。きいろの食品には炭水化物が分類されて

いて、糖質や脂質もきいろの食品に分類されているよ。

花　子：「あかの食品」には肉や魚、卵、乳製品、「みどりの食品」には野菜や果物がふくまれる
みたいね。きのこや海藻類もここに含

ふく

まれているよ。そして、「きいろの食品」にふく

まれるのが米やパン、麺
めん

、いもみたいよ。
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太郎さんと花子さんは献立表の裏に、給食で主に使われている食材の産地を示した表３が載
の

っ

ているのを見つけました。

表３　千葉県の小学校給食の食材産地表

食　材 産　地 食　材 産　地
人参 千葉県 きゅうり 埼玉県・岩手県
ネギ 千葉県・茨城県 玉ねぎ 香川県・佐賀県
さつまいも 千葉県 じゃがいも 長崎県
さといも 千葉県・埼玉県 大根 北海道・青森県
かぶ 千葉県・青森県 ブロッコリー 長野県

もやし 千葉県・栃木県 豚
ぶた

肉 茨城県

セロリ 千葉県 鶏
とり

肉 岩手県
小松菜 千葉県・群馬県 えのき 長野県・新潟県
ほうれん草 茨城県・群馬県 しめじ 長野県・新潟県
にら 茨城県 まいたけ 静岡県・群馬県
白菜 茨城県 にんにく 青森県
キャベツ 茨城県・群馬県 しょうが 高知県
ピーマン 茨城県 しそ 愛知県
すいか 茨城県 バナナ フィリピン
メロン 千葉県・茨城県 パイナップル フィリピン
米 千葉県 オレンジ アメリカ

太　郎：ああ、やっぱり僕
ぼく

たちの学校がある千葉県でとれた食材が多いんだね。それから、茨城

などの関東の別の県でとれた食材も多いみたいだ。バナナやパイナップルやオレンジは

輸入ものか……。きのこ類やにんにく・しょうがなどの薬味は遠い地域が産地のものが

多いみたいだね。

花　子：地元で手に入るものはできるだけ地元から取り寄せ、手に入りにくいものは遠い地域や
外国から取り寄せているようだね。

太　郎：いわゆる地産地消だね。なんで学校給食は地産地消を推進するのだろう。
花　子：まずすぐに思い浮

う

かぶのは、新
しん

鮮
せん

な食材が手に入るという消費者側としてのメリットね。

輸入品に比べて、食の安全性への不安が小さいのもメリットだよね。他にも、地元の食

材を買うことは、地域生産物の消費拡大を促
うなが

すから、地域の活性化につながるよ。さ

らに、図２を見れば、環
かん

境
きょう

・エネルギー面でのメリットが分かるでしょう。このように、

メリットはたくさんあるけれども、当事者である私たち自身が、そのことを認識してい

なければ、絵に描
か

いた餅
もち

だけれどね。�

太　郎：そうだね。勉強しよう！
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図２　フードマイレージの考え方
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〔問題１〕　太郎さんは「なんで学校給食は地産地消を推進するのだろう。」と言っています。学

校給食で地産地消を推進しているのはどうしてですか。会話文と図２を参考に、次の文
章の空

くう

らんに当てはまるように５０字以内で説明しなさい。ただし、経
けい

済
ざい

と環境・エネ

ルギーの両面に言
げん

及
きゅう

すること。

「地元の農産物を買うことで、 ５０字以内 環境への負担を減らすため。」
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花　子：ところで、表１の献立表で示されている７月７日は七夕だから、本来はラーメンじゃな
くて、そうめんが給食で出る予定だったんじゃないかな？

太　郎：どうしてそう思ったの？七夕と関係があったかな。
花　子：私も知らなかったんだけれど、七夕にはそうめんを食べる風習があるみたい。献立表を

見てみて。図３のようなちょっとしたコラムがのっているよ。

図３　給食献立表のコラム

７月７日は七夕の日

七夕は、１年に一度だけ会うことが許された

牽
けん

牛
ぎゅう

（彦
ひこ

星
ぼし

）と織
しょく

女
じょ

（織
おり

姫
ひめ

）の中国の伝説か

ら生まれた行事です。七夕には、そうめんを食

べる風習が古くからあります。七夕には、家族

でそうめんを食べたり、短冊に願いごとを書い

たりしてみませんか。

太　郎：本当だ。確かに、給食の献立表には、毎月こういう、ちょっとしたコラムがのっている
よね。季節のイベントやそれに応じたメニューや、旬

しゅん

の食材などについて書かれてい

るね。

花　子：そうだね。いつもならその食べ物が給食に出てくるしね。日本の季節や行事に関連した
食事について調べてみようかな。
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花子さんは日本の季節や行事に関連した食事について調べ、表４にまとめました。

表４　日本の伝統行事と行事食

日　付 行　事 行事食

１月１日 お正月 おせち料理、雑
ぞう

煮
に

、屠
と

蘇
そ

１月７日 人月の節句 七草粥

１月１１日 鏡開き 汁粉、雑煮

１月１５日 小正月 小豆粥、団子焼き

２月３日頃
ごろ

節分 福豆、イワシ、恵
え

方
ほう

巻き

２月の最初の午の日 初午 稲
いな

荷
り

寿
ず

司
し

、小豆飯

３月３日 ひな祭り・桃の節句 ちらし寿司、 蛤
はまぐり

の吸物、ひなあられ、菱
ひし

餅
もち

、白酒

春分の日 春のお彼
ひ

岸
がん

ぼたもち

４月８日 花祭り 甘茶

５月５日 端
たん

午
ご

の節句 かしわ餅、ちまき、菖
しょう

蒲
ぶ

酒

７月７日 七夕 そうめん

地方の慣習により新旧あり お盆 団子

７月２０日頃 土用の丑
うし

ウナギ、餅

９月９日 重陽の節句 菊
きく

飯、菊料理、菊酒

９月７日～１０月８日の満月 十五夜・芋
いも

名
めい

月
げつ

月見団子、さつまいも、さといも料理

旧
きゅう

暦
れき

９月１３日 十三夜・栗名月・豆名月 月見団子、枝豆、栗料理

秋分の日 秋のお彼岸 おはぎ

１１月１５日 七五三 千
ちとせ

歳飴
あめ

１２月２３日頃 冬至 かぼちゃ料理、こんにゃく、小豆粥

１２月２５日 クリスマス クリスマスケーキ、チキン・七面鳥

１２月３１日 大
おお

晦
みそ

日
か

年越
こ

しそば
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太　郎：花子さんがまとめてくれた表４を見ると、僕らはこうやって食を通じて季節や伝統文化
も味わっているんだということを実感するな。あまり気にしてはいなかったけれど、こ

ういう情報も、目的があって載
の

せているんだね。

花　子：そうだと思うよ。給食はただお腹を満たすだけじゃなくて、給食を通じて子どもたちを
教育する目的もあるからね。

太　郎：いわゆる食育だ。�
花　子：そう。学校給食も教育の一環だからね。
太　郎：「給食献立表」には学ぶべき要素がいっぱいあるんだね！

〔問題２〕　太郎さんは「こういう情報も、目的があって載せているんだね。」と言っています。

学校給食には、お腹を満たす以外にどのようなねらいがありますか。会話文と図１を参
考に、表１、表４と関連させて次の文章の空らんに当てはまるように７０字以内で説明
しなさい。

「給食によって、 ７０字以内 ねらい。」
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太
た

郎
ろう

さん、花子さん、先生が界面活性剤
ざい

について話しています。

太　郎：食器の汚
よご

れはどうして水だけで洗ったりしないのでしょうか。

花　子：水だけだと油汚れは取りにくいと聞いたことがあります。洗剤を使うからこそ油汚れを
取ることができるそうです。

太　郎：洗剤ってどんな成分でできているのでしょうか。
先　生：洗剤には「界面活性剤」という物質が含

ふく

まれています。言葉だけ聞くと難しいですが、

図１のようにマッチ棒
ぼう

のようなつくりをしていて、水とくっつきやすい部分と油とくっ

つきやすい部分の２つに分かれています。

図１
油とくっつきやすい部分

水とくっつきやすい部分

花　子：そうなんですね。でもその「界面活性剤」が油汚れをどうやって取っているのでしょう
か。

先　生：図２を見てください。まず、「界面活性剤」の油とくっつきやすい部分が食器の油汚れ
のまわりを覆

おお

ってしまいます。そうすることで本来なら水と油は混ざり合わないはずで

すが、水と油が混ざりあった状態に変えることができます。「界面活性剤」に覆われた

油汚れは水中に分散して、水で洗い流せるという仕組みです。

図２

油汚れ

油汚れ

３
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太　郎：なるほど、なんだか自由研究の題材にできそうな話ですね。他にこの「界面活性剤」の
ような性質を持ったものはないか、探してみます。

先　生：実は、「はっ水スプレー」も界面活性剤と同じような性質を持っているのです。
太　郎：「はっ水」とは何ですか。
先　生：水をはじくような性質のことです。傘

かさ

にはっ水スプレーをかけると図３のように、水と
くっつきやすい部分が傘の表面につきます。これについて、実験１をしてみましょう。

図３

傘の表面

実験１
手順１　古くなった布製の傘Ａと傘Ｂを用意する。

手順２�　傘Ａには表面にはっ水スプレーを吹
ふ

きかけ、傘Ｂにははっ水スプレーを吹きかけない。

手順３�　しばらくしてから、水のはいったスプレーを使って、傘Ａと傘Ｂの表面に水を吹き付

ける。

太　郎：結果は、表１のようになりました。

表１

傘Ａ 傘Ｂ

表面の様子 傘の表面に水てきが出来て水をは

じいていることがわかった。

傘の表面から水がしみこんで水を

はじいていないことがわかった。

〔問題１〕　表１のようになった理由を、会話文と図３を参考にして説明しなさい。
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先　生：水をはじくような性質のことです。傘

かさ

にはっ水スプレーをかけると図３のように、水と
くっつきやすい部分が傘の表面につきます。これについて、実験１をしてみましょう。

図３

傘の表面

実験１
手順１　古くなった布製の傘Ａと傘Ｂを用意する。

手順２�　傘Ａには表面にはっ水スプレーを吹
ふ

きかけ、傘Ｂにははっ水スプレーを吹きかけない。

手順３�　しばらくしてから、水のはいったスプレーを使って、傘Ａと傘Ｂの表面に水を吹き付

ける。

太　郎：結果は、表１のようになりました。

表１

傘Ａ 傘Ｂ

表面の様子 傘の表面に水てきが出来て水をは

じいていることがわかった。

傘の表面から水がしみこんで水を

はじいていないことがわかった。

〔問題１〕　表１のようになった理由を、会話文と図３を参考にして説明しなさい。
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先　生：「界面活性剤」には他にも面白い性質がいろいろあるので、調べてみるのはいいことで
すね。

花　子：「界面活性剤」は他にどんな性質があるのですか。
先　生：「界面活性剤」にはもう１つ、表面張力を低下させるという性質があります。
太　郎：表面張力ってなんだか難しそうです。
花　子：たしか、液体の表面をなるべく小さくしようとする力を表面張力と言うのだとこの間調

べました。

太　郎：液体の表面を小さくするっていうのがイメージできないです。
先　生：そうですね。例えば、コップに水をぎりぎりまで注いでも、水はこぼれませんね。実は、

水というのは水のつぶという小さなつぶが集まってできていて、水のつぶ同士がお互
たが

い

を引っ張りあい、小さくまとまろうとしているため、このような状態になるのです。な

ので、水の表面でも水のつぶ同士の引っ張りあいが発生し、できるだけ外側との接
せっ

触
しょく

面積を小さくしようとするため、水面が球形に近づいてコップのふちからこぼれないの

です。

太　郎：では、この状態に「界面活性剤」を加えるとどうなるのでしょうか。
先　生：それでは、実験２をしてみましょう。

実験２
手順１�　コップに水をぎりぎりまで注ぎ、水面が球面の形になるまで、コップＡとコップＢに

水を入れる。

手順２�　コップＡにはスポイトを使って界面活性剤を１滴
てき

たらし、コップＢにはスポイトを

使って水を１滴たらす。ただし、１滴たらしたことによる体積変化はないものとする。

花　子：表２のような結果になりました。

表２

コップＡ コップＢ

水面の様子 球面の形をしていた水面の形がく

ずれ、水がこぼれ落ちた。

水面は球面の形をしたままだっ

た。

太　郎：なぜ、このような結果になったのでしょうか。
先　生：図４のように「界面活性剤」の水とくっつきやすい部分が水面の水のつぶとなじみ、水

面を覆うため、表面張力が弱くなります。

花　子：表面張力が弱まるときっと水はこぼれますね。
太　郎：なるほど。よくわかりました。
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〔問題２〕　図４はハスの葉です。ハスの葉に水がかかると水は葉の上で丸い水滴となりコロコロ
と流れていきます。図５はハスの葉の表面を顕

けん

微
び

鏡
きょう

で観察したものであり、他の植物

にはあまり見られない「とがった部分」がたくさんあります。「とがった部分」が、はっ

水効果に関係していると考えられます。

ハスの葉の表面が水をはじく理由を、ハスの葉の表面が、油に近い成分でできている

こと以外で、葉の特徴
ちょう

をふまえて説明しなさい。

図４ 図５
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先　生：物体に熱を加えると、物体を構成する分子と呼ばれる小さなつぶが激しく動き出します。
このことが分子同士が引っ張り合う力に影

えい

きょうすることが知られています。

太　郎：そうなのですね。
花　子：表面張力にも影きょうがありそうです。
先　生：それでは、次の実験３をするとどのような結果になるか予想してみましょう。

実験３
手順１�　熱を加えても割れないコップに水をいっぱいまで入れて、図６のように水面が球面状

になるようにする。

手順２　手順１のコップを少しずつ熱して温度を上げる。

図６

〔問題３〕　実験３について、手順２の結果どのような変化がみられると考えられますか。加熱を
することで表面張力がどのように変化するのかにもふれて、説明しなさい。


